
今月の表紙

背中に大きなハサミが描かれた法被。茅葺職人たちが「大バサミ」と

呼ぶもので、差した茅の長さを揃える作業(ヤガリ)などに使用します。

この法被は川崎町門崎の「所萱」集落において、「茅無尽」を組織して

いた当時のもので、茅葺屋根の葺き替え作業の際に着用していたの

だとか。 (自由研究)

※撮影場所：国登録有形文化財「佐藤家住宅・横屋酒造(千厩町)」

地域コミュニティやNPOで活動する

新任からベテラン事務局までを対象

に、事務局スキルを磨く計４回の連続

講座を開催します。講座の内容は各

回異なり、事務局の役割や成果を出

す事業計画案のつくり方、情報発信ス

キルなどです。詳しくは下記まで。

ideaニュースレター「イデア」

2024.８
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 「モチーフは『二十五菩薩』の飛天像」
旧町村別の人口動態等を共有します。
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藤沢町の一関市藤沢市民センター

が2024年５月にLINE公式アカウントを

開設しました(指定管理者の藤沢住民

自治協議会が運営)。

同アカウントでは、市民センター事業

の「わくわくセミナー」や「成人事業」の

お知らせが届くほか、360度写真で施

設見学ができます。

ぜひ友だち登録をして

ご活用ください。

一関市内で活動を行う市民活動団

体を中心に、個人・企業等が一堂に

会し、活動紹介をはじめ、各種体験等

により交流を図りながら、市民のまちづ

くりへの参画を促進する「いちのせき市

民フェスタ」を下記日程で開催します

(入場無料)。今年は45団体が参加す

るほか、一関東消防署

主催の「消防フェスティ

バル」も同時開催します。

詳しくは下記まで。

磐清水自治協議会／

一関市磐清水市民センター

ホームページ開設

情報

一関市藤沢市民センター

LINE公式アカウント開設

情報

第１期外国語講座

「初級ベトナム語教室」

講座

募集

令和６年度講座

「事務局スキルアップ講座」

講座

人口 前月比 世帯数 前月比

一関 53507 -27 24643 -11

花泉 11672 -18 4679 -2

川崎 3183 -1 1270 -1

千厩 9556 -10 4085 -3

大東 11526 -26 4857 -7

東山 5734 -4 2274 0

室根 4269 -3 1801 0

藤沢 6920 -15 2785 -4

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 106367 -104

世帯数 46394 -28

出生数 32 8

2024年７７７７月月月月１１１１日日日日付

(2024年６月30日現在

住民基本台帳より)

※外国人登録者含む

「一関地球温暖化対策

地域協議会(ＩＥＬ)」

会員募集中

活動内容活動内容活動内容活動内容：地球温暖化防止活動に関す

ること(各種セミナーの開催等)

年会費年会費年会費年会費：〈個人〉 ５００円

〈企業・団体〉 ５,０００円/一口

※非営利(公的)団体については、会費

の負担を免除する場合もあります。

問合問合問合問合：０１９１-２１-８３３１

(事務局：一関市市民環境部生活環境

課環境企画係内)

千厩町磐清水地域の地域協働体

「磐清水自治協議会」が、2024年４

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、磐清水自治協議会通信「コミュ

ニケーション」、「磐清水市民センター

だより」、活動の様子などを見ることが

できます。

ぜひご活用ください。

「いちのせき市民フェスタ24」

及び「消防フェスティバル」

イベ

ント

日時日時日時日時：２０２４年９月２４日/１０月２２日/

１１月２６日/１２月１０日

※各回火曜１０時～１２時

場所場所場所場所：なのはなプラザ４階 共同会議室

(一関市大町４-２９)

参加料参加料参加料参加料：２,０００円/人

※４回連続受講の場合。単時限受講の

場合は５００円/１コマ

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｜ はなほこども園 園長 宇津野泉さん (前編)

３｜団体紹介｜ 陶芸クラブkirameki

５｜地域紹介｜ 屋中自治会 （室根）

７｜企業紹介｜ かりんの木 （一関）

８｜博識杜のフクロウ博士｜ 地域運営の落とし穴㊾ 子どもの教育環境は連携・協働で！

９｜センターの自由研究｜ 仕事の流儀ファイル№５ 「茅葺屋根の葺き替え②」

「一関市国際交流協会」では、下記

日程で「初級ベトナム語教室」を開講

します。グエン コン フィン氏らを講師

に、ベトナムの文化などにも触れなが

らベトナム語を学びます。

ベトナム語を学んだこと

がない方でも参加できま

す。詳しくは下記まで。

日時日時日時日時：

２０２４年８月３１日/９月７日/９月２８日

/１０月５日/１０月１２日/１０月２６日

※各回土曜１０時～１１時３０分

場所場所場所場所：なのはなプラザ３階

(一関市大町４-２９)

受講料受講料受講料受講料：３,０００円(全６回分)

定員定員定員定員：２０名※最小催行人数５名

申込締切申込締切申込締切申込締切：８月１５日(木)１７時まで

問合問合問合問合：０１９１-３４-４７１１

(一関市国際交流協会)

ＵＲＬＵＲＬＵＲＬＵＲＬ：https://www.iwazichi.com/

※「磐清水自治協議会」または「磐清水

市民センター」と検索すると上位に出て

きます。

問合問合問合問合:０１９１-５３-２８５０

(一関市磐清水市民センター内)

開催日時開催日時開催日時開催日時：

２０２４年８月２５日(日)１０時～１５時

場所場所場所場所：千厩アイスアリーナ

千厩農村環境改善センター

主催主催主催主催：一関市

いちのせき市民活動センター

問合問合問合問合：０１９１-２６-６４００

(いちのせき市民活動センター)

「「「「友友友友だちだちだちだち検索検索検索検索」ＩＤ」ＩＤ」ＩＤ」ＩＤ：＠０９４ｚｌｎｋｉ

※二次元コードからの読み込みが上手く

いかない場合は「LINE」アプリを起動し、

上記ＩＤを入力してください。

問合問合問合問合：０１９１-６３-５５１５

(一関市藤沢市民センター内)

住民・事業者・行政が協力しながら、

地域での具体的な地球温暖化防止

活動に自主的・積極的に取り組んでい

る「一関地球温暖化対策地域協議会

(通称：IEL)」は、会員を募集していま

す。

年齢、性別、居住地は不問で、活動

に興味があれば誰でも入会可能。詳し

くは下記まで。



地域の「気になる人」を対談でご紹介
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書

い

た

ら

自

分

た

ち

が

辛

い

思

い

を

す

る

…
…

っ

て

。

で

も

職

員

間

の

人

間

関

係

が

上

手

く

い

か

な

い

と

何

を

や

っ

て

も

ダ

メ

だ

よ

ね

っ

て

、

何

回

も

何

回

も

や

っ

て

い

く

う

ち

に

、

こ

こ

ま

で

来

ま

し

た

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

こ

れ

は

ト

ラ

ン

ス

フ

ォ

ー

メ

ー

シ

ョ

ン

前

の

大

事

な

工

程

で

す

ね

。

気

づ

き

と

向

き

合

う

と

い

う

か

。

宇

津

野

宇

津

野

宇

津

野

宇

津

野

シ

ス

テ

ム

だ

け

に

頼

っ

た

時

代

も

あ

っ

た

ん

で

す

が

、

殺

伐

と

し

ま

し

た

ね

。

職

員

会

議

も

シ

ス

テ

ム

の

中

だ

け

で

「

い

つ

ま

で

に

こ

の

件

に

対

し

て

発

言

し

て

く

だ

さ

い

」

と

か

、

顔

を

見

な

い

で

情

報

共

有

や

意

見

交

換

も

で

き

る

ん

で

す

が

、

ダ

メ

で

す

ね

。

そ

の

方

が

楽

だ

し

、

ロ

ス

も

な

い

よ

う

に

見

え

る

ん

で

す

け

ど

、

ゆ

く

ゆ

く

を

考

え

る

と

、

大

き

な

ロ

ス

に

つ

な

が

っ

て

い

く

と

思

う

ん

で

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

確

か

に

、

我

々

も

職

員

会

議

で

時

間

が

足

り

な

か

っ

た

部

分

を

グ

ル

ー

プ

ウ

ェ

ア

で

埋

め

よ

う

と

し

ま

す

が

、

文

字

だ

け

で

表

情

が

見

え

な

い

と

、

殺

伐

と

し

て

い

く

こ

と

が

あ

り

ま

す

(

笑

)

職

員

間

の

チ

ー

ム

が

ち

ゃ

ん

と

で

き

あ

が

っ

て

い

な

い

と

ダ

メ

で

す

よ

ね

。

宇

津

野

宇

津

野

宇

津

野

宇

津

野

そ

う

そ

う

。

シ

ス

テ

ム

も

活

用

は

し

つ

つ

、

や

っ

ぱ

り

人

と

の

関

わ

り

、

関

係

性

が

大

事

で

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

シ

ス

テ

ム

を

導

入

し

た

と

し

て

も

、

職

員

間

の

気

持

ち

の

共

有

が

な

け

れ

ば

本

末

転

倒

と

い

う

か

…

。

宇

津

野

宇

津

野

宇

津

野

宇

津

野

先

進

地

の

視

察

研

修

も

大

事

で

す

。

保

育

団

体

の

役

員

を

し

て

い

る

の

で

、

中

央

に

行

く

機

会

も

あ

り

、

他

県

の

先

生

と

意

見

交

換

を

し

た

り

、

視

察

に

行

く

中

で

、

「

こ

れ

良

い

な

」

と

思

っ

た

案

件

を

持

ち

帰

っ

て

く

る

ん

で

す

。

「

お

昼

寝

コ

ッ

ト

」

も

そ

の

一

つ

。

自

分

だ

け

で

な

く

、

職

員

も

外

に

出

し

ま

す

。

例

え

ば

横

浜

で

研

修

が

あ

る

と

し

た

ら

、

「

近

く

に

こ

ん

な

良

い

園

が

あ

る

か

ら

、

行

っ

て

お

い

で

」

っ

て

、

視

察

さ

せ

る

ん

で

す

。

そ

う

や

っ

て

園

を

変

え

て

い

く

た

め

の

理

解

者

を

作

る

ん

で

す

。

私

が

一

人

で

暴

走

し

な

い

よ

う

に

(

笑

)

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

な

る

ほ

ど

、

変

革

の

仲

間

を

増

や

し

て

い

く

ん

で

す

ね

！

宇

津

野

宇

津

野

宇

津

野

宇

津

野

子

ど

も

た

ち

と

親

御

さ

ん

た

ち

に

プ

ラ

ス

に

な

る

で

あ

ろ

う

も

の

は

可

能

な

限

り

実

行

し

よ

う

と

思

っ

て

い

て

、

そ

の

ア

ン

テ

ナ

に

引

っ

か

か

っ

た

案

件

を

、

い

か

に

自

分

の

園

に

取

り

入

れ

る

か

、

そ

こ

を

い

つ

も

考

え

て

い

ま

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

そ

う

や

っ

て

取

り

入

れ

た

も

の

が

他

に

も

あ

り

ま

す

か

？

宇

津

野

宇

津

野

宇

津

野

宇

津

野

10

年

以

上

前

に

給

食

を

バ

イ

キ

ン

グ

形

式

に

し

ま

し

た

。

少

し

し

か

食

べ

ら

れ

な

い

子

に

無

理

に

同

じ

量

を

出

す

の

で

は

な

く

、

自

分

で

「

少

し

」

「

大

盛

り

」

っ

て

調

整

で

き

た

方

が

良

い

ね

っ

て

。

当

園

は

ご

飯

も

年

長

児

が

当

番

制

で

炊

く

ん

で

す

。

自

分

た

ち

が

と

い

だ

お

米

を

、

ホ

ー

ル

に

あ

る

大

き

な

釜

で

炊

く

の

で

、

お

昼

が

近

く

な

る

と

、

お

米

の

炊

け

る

良

い

匂

い

が

し

て

く

る

ん

で

す

。

家

で

は

な

か

な

か

や

ら

な

い

と

思

う

の

で

、

こ

れ

も

生

き

る

力

だ

な

っ

て

。

お

母

さ

ん

に

何

か

あ

っ

た

時

に

お

米

く

ら

い

炊

け

れ

ば

良

い

な

っ

て

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

そ

う

し

た

発

想

、

ち

ょ

っ

と

し

た

こ

と

の

気

づ

き

が

積

み

重

な

っ

て

る

ん

で

す

ね

。

「

園

庭

開

放

」

も

、

発

想

の

転

換

だ

な

ぁ

と

思

う

ん

で

す

が

、

備

品

管

理

へ

の

不

安

な

ど

は

な

い

ん

で

す

か

？

宇

津

野

宇

津

野

宇

津

野

宇

津

野

壊

れ

た

ら

壊

れ

た

で

良

い

ん

じ

ゃ

な

い

で

す

か

？

子

ど

も

が

使

っ

て

壊

れ

る

の

は

仕

方

な

い

し

、

な

く

な

っ

た

ら

補

充

す

れ

ば

良

い

じ

ゃ

な

い

で

す

か

(

笑

)

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

そ

れ

！

そ

の

考

え

方

が

み

ん

な

で

き

な

く

て

、

ブ

レ

ー

キ

が

か

か

る

ん

で

す

よ

(

笑

)

宇

津

野

宇

津

野

宇

津

野

宇

津

野

防

犯

カ

メ

ラ

で

抑

止

力

は

持

た

せ

て

い

る

の

で

、

そ

の

経

費

は

か

か

り

ま

す

が

、

使

用

で

き

る

環

境

や

物

は

使

っ

た

方

が

良

い

と

思

う

の

で

、

「

子

ど

も

の

遊

び

場

の

確

保

」

と

し

て

、

休

日

の

園

庭

開

放

は

他

施

設

で

も

や

っ

た

方

が

良

い

と

ず

っ

と

言

い

続

け

て

い

ま

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

病

児

保

育

も

今

年

度

か

ら

展

開

し

て

い

ま

す

が

、

導

入

の

負

担

は

な

か

っ

た

で

す

か

？

宇

津

野

宇

津

野

宇

津

野

宇

津

野

す

で

に

あ

る

環

境

を

活

用

す

る

だ

け

で

す

か

ら

、

負

担

と

は

考

え

て

い

ま

せ

ん

。

そ

も

そ

も

看

護

師

が

２

人

い

る

の

で

、

シ

ス

テ

ム

や

職

員

の

配

置

を

少

し

変

え

る

だ

け

で

す

。

こ

れ

か

ら

子

ど

も

は

ど

ん

ど

ん

減

っ

て

い

く

中

で

、

マ

ン

パ

ワ

ー

を

余

す

こ

と

な

く

よ

り

充

実

し

た

事

業

へ

と

展

開

し

て

い

き

た

い

と

い

う

話

を

職

員

た

ち

に

も

し

た

上

で

、

や

る

と

言

っ

て

く

れ

た

か

ら

導

入

し

ま

し

た

。

こ

の

よ

う

に

新

た

な

事

業

に

着

手

す

る

場

合

、

必

ず

職

員

に

伺

い

を

立

て

、

検

討

す

る

期

間

を

設

け

て

い

ま

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

今

あ

る

環

境

を

活

か

す

、

活

か

さ

な

い

方

が

も

っ

た

い

な

い

、

そ

う

い

う

発

想

で

す

ね

。

宇

津

野

宇

津

野

宇

津

野

宇

津

野

英

語

教

室

や

体

育

教

室

を

カ

リ

キ

ュ

ラ

ム

と

し

て

３

～

５

歳

児

ク

ラ

ス

に

取

り

入

れ

て

い

ま

す

が

、

希

望

の

ご

家

庭

に

は

、

課

外

活

動

と

し

て

、

施

設

内

の

一

角

で

個

別

レ

ッ

ス

ン

(

別

料

金

)

を

受

け

ら

れ

る

よ

う

に

し

て

い

る

ん

で

す

。

こ

れ

も

お

母

さ

ん

た

ち

の

「

習

い

事

を

さ

せ

た

い

け

ど

、

送

迎

な

ど

が

大

変

」

と

い

う

声

が

あ

っ

た

の

で

、

「

じ

ゃ

あ

、

園

の

場

所

を

使

う

？

」

と

い

う

軽

い

発

想

か

ら

で

す

(

笑

)

同

様

に

ピ

ア

ノ

教

室

も

課

外

活

動

の

み

で

、

希

望

の

ご

家

庭

に

向

け

て

展

開

し

て

い

ま

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

確

か

に

ニ

ー

ズ

は

あ

り

ま

す

よ

ね

。

そ

の

「

軽

い

発

想

」

を

具

現

化

で

き

る

の

も

、

根

本

的

な

「

組

織

力

」

の

賜

物

だ

と

思

い

ま

す

。

２

/106,367

二言

三言

「「「「変革」に不可欠なものは「組織力」変革」に不可欠なものは「組織力」変革」に不可欠なものは「組織力」変革」に不可欠なものは「組織力」

～小さな「気づき」を積み重ねて～小さな「気づき」を積み重ねて～小さな「気づき」を積み重ねて～小さな「気づき」を積み重ねて【【【【前編前編前編前編】】】】～～～～

はなほこども園 園長 宇津野泉 ×××× いちのせき市民活動センター センター長 小野寺浩樹

社会福祉法人花泉福祉会が展開する幼保連携型認

定こども園「はなほこども園(旧：花泉保育園)」の

園長(令和６年度より就任)。両親の経営していた同

園に事務職で20年以上関わりながら、日本保育協会

岩手県支部の事務局長をはじめ、一関市総合計画審

議会委員など、様々な組織・会議でも活躍。「地域

に開かれた施設」として、保育・教育を行っている。

※

１

※１ 情報誌『idea(本誌)』2024年６月号「二言三言」参照

※２ 会議室(昼食休憩時などにも使用)に常時張り出されており、常に目に触れるようになっている。

【

次

号

へ

続

く

】

※

２

※

３

※３ ホールと給食室がつながっており、３～５歳児は給食の時間になるとおぼんをもって並び、好きな量を盛り付ける。給食室はガラス張りになって

おり、調理の様子を見ることができる。

※４ 園庭を一般開放しており、在籍園児以外の家庭も自由に遊ぶことができる。月～土曜日(開園日)は９時～17時、日・祝日(休園日)は日没まで利用可。

※

４

トランスフォーメーショントランスフォーメーショントランスフォーメーショントランスフォーメーション

自分で食べる量を決める「給食バイキング」。座る席も自

由で、子どもたちの自主性が自然と育まれる。



※問い合わせは一関市東山市民センターへ

TEL：0191-47-2243

写真：同会が主催した初めての陶芸教室(令和５年

７月)での集合写真。後列左から３番目が会長の小

野寺千恵さん。

声

を

か

け

た

形

な

の

で

同

じ

よ

う

な

年

代

で

集

ま

っ

て

い

ま

す

。

べ

っ

た

り

し

た

感

じ

は

な

く

て

、

た

ま

に

会

っ

て

『

久

し

ぶ

り

ね

』

と

い

う

距

離

感

で

、

心

地

い

い

で

す

」

と

微

笑

む

小

野

寺

さ

ん

。

今

で

は

多

い

時

で

参

加

者

が

30

人

に

な

る

こ

と

も

。

「

毎

回

来

な

け

れ

ば

い

け

な

い

と

い

う

縛

り

は

な

い

で

す

。

も

ち

ろ

ん

１

回

き

り

の

体

験

で

も

い

い

。

去

る

者

は

追

わ

ず

来

る

者

は

拒

ま

ず

の

精

神

で

や

っ

て

い

ま

す

」

と

、

初

め

ま

し

て

の

人

も

気

軽

に

参

加

で

き

、

続

け

た

い

人

に

は

続

け

や

す

い

環

境

を

意

識

し

て

い

ま

す

。

そ

の

一

つ

が

制

作

工

程

。

通

常

、

陶

芸

は

土

(

粘

土

)

を

練

る

こ

と

か

ら

始

ま

り

ま

す

が

、

同

会

の

陶

芸

教

室

の

場

合

、

講

師

が

調

合

し

た

土

を

用

い

、

基

本

の

成

形

方

法

を

教

え

て

も

ら

い

な

が

ら

、

作

品

作

り

に

励

み

ま

す

。

「

私

た

ち

は

、

粘

土

を

成

形

し

て

釉

薬

の

色

を

選

ぶ

ま

で

し

か

や

り

ま

せ

ん

。

毎

回

工

房

ま

で

行

く

と

、

長

く

続

け

ら

れ

な

い

方

も

い

る

の

で

、

最

初

は

こ

の

ス

タ

イ

ル

で

始

め

ま

し

た

」

と

、

参

加

者

の

負

担

を

な

る

べ

く

少

な

く

す

る

事

を

モ

ッ

ト

ー

に

し

て

い

ま

す

。

生

徒

が

成

形

し

た

作

品

は

、

講

師

の

小

山

さ

ん

が

整

え

て

焼

く

た

め

、

失

敗

も

な

く

、

「

粘

土

の

状

態

ま

で

し

か

知

ら

な

い

か

ら

、

自

分

の

想

像

を

超

え

る

素

晴

ら

し

い

出

来

に

な

っ

て

手

元

に

届

く

の

が

い

つ

も

楽

し

み

」

と

、

同

会

員

は

口

を

揃

え

て

語

り

ま

す

。

「

子

ど

も

の

頃

、

図

工

で

『

や

ら

さ

れ

て

い

た

』

感

覚

の

粘

土

じ

ゃ

な

く

、

自

分

が

や

り

た

く

て

触

る

土

の

冷

た

い

感

じ

が

気

持

ち

良

い

ん

で

す

」

と

、

そ

の

魅

力

を

語

る

同

会

員

の

鈴

木

真

由

美

さ

ん

。

共

通

テ

ー

マ

で

作

っ

た

作

品

を

み

ん

な

と

見

せ

合

い

、

仲

間

と

同

じ

時

間

を

過

ご

す

こ

と

も

、

陶

芸

教

室

の

楽

し

み

と

な

っ

て

い

ま

す

。

同

会

の

陶

芸

教

室

は

毎

回

テ

ー

マ

を

決

め

て

い

ま

す

が

、

一

通

り

の

器

は

取

り

組

ん

だ

た

め

「

今

後

の

テ

ー

マ

を

工

夫

し

た

い

」

と

考

え

て

い

る

小

野

寺

さ

ん

。

講

師

と

も

相

談

し

、

次

回

は

土

を

変

え

て

み

た

り

、

同

じ

皿

で

も

家

族

用

を

作

っ

て

み

た

り

と

、

次

の

ア

イ

デ

ア

を

練

っ

て

い

る

段

階

で

す

。

「

今

ま

で

の

土

は

重

み

が

あ

っ

た

の

で

、

軽

い

土

で

作

る

の

も

良

い

か

も

。

次

は

何

を

作

ろ

う

か

考

え

る

の

が

楽

し

み

」

と

、

ま

さ

に

団

体

名

の

通

り

松

岡

さ

ん

も

キ

ラ

キ

ラ

と

し

た

表

情

を

見

せ

ま

す

。

「

参

加

者

は

随

時

受

け

付

け

て

い

ま

す

。

土

を

成

形

す

る

だ

け

な

の

で

、

色

付

け

等

を

や

り

た

い

人

に

は

物

足

り

な

い

か

も

し

れ

ま

せ

ん

が

、

そ

の

分

気

楽

に

で

き

ま

す

よ

」

と

小

野

寺

さ

ん

。

陶

芸

教

室

を

き

っ

か

け

に

も

っ

と

陶

芸

を

極

め

た

い

人

は

、

講

師

の

工

房

に

通

う

と

い

う

選

択

も

可

能

で

す

。

来

た

い

時

に

来

て

、

作

品

を

作

っ

て

、

片

付

け

を

し

て

帰

る

。

純

粋

に

陶

芸

を

楽

し

む

だ

け

の

、

ち

ょ

う

ど

良

い

距

離

感

。

こ

れ

か

ら

も

楽

し

ん

で

、

陶

芸

仲

間

と

の

時

間

を

続

け

て

い

き

ま

す

。

松岡松岡松岡松岡 律子律子律子律子さんさんさんさん

「やり直しがきかない

からね、自分が好きで

やっている他の趣味で

も、緊張感を持ってや

ることって少ないか

ら」と、陶芸の魅力を

語ります。

鈴木鈴木鈴木鈴木 真由美真由美真由美真由美さんさんさんさん

「仲間と共に自分の好

きなこと、自分がやり

たいと思ったことに向

き合える、貴重で楽し

い時間です」と、年４

回の陶芸教室を楽しみ

にしています。

「

作

品

を

作

っ

て

い

る

と

、

み

ん

な

目

を

『

キ

ラ

キ

ラ

ッ

！

』

と

さ

せ

る

ん

で

す

。

そ

し

て

、

出

来

上

が

っ

た

も

の

を

見

て

、

ま

た

『

キ

ラ

キ

ラ

ッ

！

』

と

す

る

。

い

つ

か

み

ん

な

が

作

っ

た

食

器

で

、

お

茶

会

や

ク

リ

ス

マ

ス

会

を

し

た

い

ね

っ

て

、

先

生

と

話

し

て

い

る

ん

で

す

」

と

、

笑

顔

で

語

る

の

は

、

「

陶

芸

ク

ラ

ブ

ｋ

ｉ

ｒ

ａ

ｍ

ｅ

ｋ

ｉ

」

の

名

付

け

親

で

あ

る

松

岡

律

子

さ

ん

。

「

い

つ

ま

で

も

き

ら

め

き

た

い

！

」

と

い

う

思

い

か

ら

命

名

し

ま

し

た

。

同

会

発

足

の

き

っ

か

け

は

、

令

和

４

年

に

「

い

わ

て

生

協

」

が

主

催

し

た

陶

芸

教

室

。

「

い

わ

て

生

協

」

で

は

、

地

域

の

組

合

員

が

集

ま

り

交

流

す

る

た

め

、

様

々

な

企

画

を

実

施

し

て

お

り

、

陶

芸

教

室

は

そ

の

中

の

一

つ

で

し

た

。

過

去

に

陶

芸

体

験

を

し

た

こ

と

が

あ

り

、

「

陶

芸

の

魅

力

に

惹

か

れ

て

い

た

」

と

い

う

小

野

寺

千

恵

さ

ん

は

、

こ

の

陶

芸

教

室

に

参

加

し

た

こ

と

で

、

陶

芸

へ

の

興

味

が

過

熱

。

「

今

回

の

教

室

だ

け

で

終

わ

る

の

は

勿

体

な

い

」

と

考

え

、

陶

芸

を

指

導

し

て

く

れ

た

小

山

澄

江

さ

ん

が

構

え

る

「

あ

す

み

工

房

(

一

関

市

厳

美

町

)

」

に

、

友

人

の

松

岡

さ

ん

を

連

れ

て

「

も

う

少

し

や

り

た

い

」

と

相

談

に

行

き

ま

し

た

。

「

陶

芸

の

魅

力

を

広

め

た

い

」

と

い

う

思

い

が

あ

っ

た

小

山

さ

ん

が

協

力

を

申

し

出

て

く

れ

た

こ

と

を

受

け

、

小

野

寺

さ

ん

た

ち

は

地

元

・

東

山

町

で

陶

芸

を

体

験

で

き

る

機

会

を

創

出

し

よ

う

と

動

き

出

し

ま

す

。

地

元

に

は

陶

芸

教

室

等

が

な

く

、

陶

芸

に

興

味

が

あ

る

人

が

い

る

の

か

不

安

は

あ

り

ま

し

た

が

、

知

人

を

中

心

に

声

を

か

け

る

と

、

15

人

ほ

ど

の

参

加

希

望

者

が

！

そ

こ

で

、

小

野

寺

さ

ん

を

代

表

に

団

体

と

し

て

活

動

す

る

こ

と

と

し

、

会

員

や

参

加

者

と

い

う

枠

に

捉

わ

れ

ず

、

緩

や

か

な

組

織

体

と

し

て

「

陶

芸

教

室

」

と

い

う

場

を

提

供

し

て

い

く

こ

と

に

し

た

の

で

す

。

陶

芸

教

室

に

参

加

す

る

人

は

大

多

数

が

地

元

の

人

で

す

が

、

一

関

市

外

か

ら

の

参

加

者

も

。

「

ご

近

所

さ

ん

と

か

、

子

ど

も

が

同

級

生

な

ど

、

周

り

の

人

に

３４

団体

紹介

陶芸陶芸陶芸陶芸クラブクラブクラブクラブkiramekikiramekikiramekikirameki

陶芸を楽しみたいという思いから、令和

５年７月に発足。一関市東山市民センター

２階第２研修室にて陶芸教室を年４回開催

し、各回のテーマに沿って作品を制作。陶

芸教室には誰でも参加可能で、参加人数は

約30人。

自

由

自

由

自

由

自

由

に

の

び

の

び

に

の

び

の

び

に

の

び

の

び

に

の

び

の

び

、、、、

居

心

地

居

心

地

居

心

地

居

心

地

のののの

良良良良

いいいい

場

所

場

所

場

所

場

所

陶

芸

で

「

き

ら

め

く

」

会

を

- Photo gallery -gallery -

初初初初

め

て

の

め

て

の

め

て

の

め

て

の

出

展

出

展

出

展

出

展

令

和

５

年

の

「

東

山

文

化

祭

・

松

川

会

場

(

一

関

市

松

川

市

民

セ

ン

タ

ー

)

」

に

作

品

を

出

展

。

今

年

の

文

化

祭

に

も

出

展

す

る

予

定

。

生

活

生

活

生

活

生

活

のののの

一

部

一

部

一

部

一

部

にににに

自

分

が

作

っ

た

茶

碗

で

食

べ

る

ご

飯

は

、

一

段

と

美

味

し

く

感

じ

ま

す

。

家

族

へ

の

プ

レ

ゼ

ン

ト

用

に

作

品

を

作

る

人

も

。

色色色色

の

サ

ン

プ

ル

の

サ

ン

プ

ル

の

サ

ン

プ

ル

の

サ

ン

プ

ル

成

形

が

終

わ

っ

た

ら

、

釉

薬

の

色

を

選

び

ま

す

。

「

色

で

印

象

が

変

わ

る

か

ら

」

と

、

悩

む

時

間

も

楽

し

み

の

一

つ

で

す

。

陶

芸

教

室

陶

芸

教

室

陶

芸

教

室

陶

芸

教

室

のののの

様

子

様

子

様

子

様

子

「

ひ

も

づ

く

り

」

や

「

い

た

づ

く

り

」

等

、

陶

芸

の

基

本

を

学

び

ま

す

。

約

２

時

間

で

１

作

品

仕

上

げ

る

た

め

、

集

中

し

て

取

り

組

み

ま

す

。

Ｑ.あなたにとって「陶芸」とは？

会員会員会員会員 会員会員会員会員

細

く

長

く

、

気

楽

な

距

離

感

で

すずき まゆみ まつおか りつこ

Ａ.高度な緊張感
Ａ.自分時間

自

分

の

時

間

、

仲

間

と

の

時

間

陶芸クラブkirameki



演

奏

す

る

の

は

初

め

て

。

か

つ

て

は

小

学

生

も

多

く

参

加

し

、

打

ち

囃

子

と

田

植

え

踊

り

を

継

承

し

て

き

た

同

保

存

会

で

す

が

、

近

年

は

60

代

が

中

心

と

な

り

、

打

ち

囃

子

の

継

承

の

み

と

な

っ

て

い

る

の

が

現

状

。

改

め

て

同

保

存

会

の

活

動

に

興

味

関

心

を

持

っ

て

も

ら

い

た

い

と

い

う

想

い

も

あ

り

、

新

年

交

賀

会

で

の

演

奏

を

依

頼

し

ま

し

た

。

「

コ

ロ

ナ

禍

後

の

幕

開

け

に

ふ

さ

わ

し

い

ス

テ

ー

ジ

だ

っ

た

」

と

、

笑

顔

を

見

せ

る

の

は

自

治

会

長

の

田

中

繁

さ

ん

で

す

。

今

年

か

ら

「

ど

ん

と

祭

」

も

同

日

開

催

に

し

た

こ

と

に

も

触

れ

、

「

３

事

業

を

同

日

に

開

催

す

る

の

で

、

準

備

は

大

変

だ

っ

た

が

、

自

治

会

員

か

ら

は

好

評

だ

っ

た

」

と

、

振

り

返

り

ま

す

。

「

み

ん

な

が

集

ま

れ

る

よ

う

な

自

治

会

で

あ

り

た

い

」

と

語

る

田

中

さ

ん

。

そ

の

機

会

の

一

つ

に

毎

年

８

月

14

日

に

開

催

す

る

夏

祭

り

が

あ

り

ま

す

。

若

い

世

代

が

多

い

文

化

体

育

部

が

中

心

と

な

り

、

飲

食

の

屋

台

や

、

子

ど

も

向

け

の

企

画

(

お

も

ち

ゃ

す

く

い

や

射

的

等

)

を

準

備

。

フ

ィ

ナ

ー

レ

の

花

火

は

約

10

万

円

程

の

予

算

で

、

帰

省

客

に

と

っ

て

も

「

思

い

出

深

い

ひ

と

時

」

を

創

出

し

て

い

ま

す

。

11

月

に

開

催

す

る

秋

祭

り

に

も

、

様

々

な

年

代

が

参

加

。

自

治

会

員

が

栽

培

・

提

供

し

た

野

菜

で

行

う

展

示

即

売

会

に

は

、

例

年

１

０

０

点

程

が

並

び

、

売

上

は

自

治

会

の

活

動

費

に

充

て

ら

れ

ま

す

。

ま

た

、

防

災

訓

練

も

抱

き

合

わ

せ

、

炊

き

出

し

訓

練

の

ほ

か

、

過

去

に

は

煙

体

験

や

電

話

の

か

け

方

講

習

を

行

っ

た

こ

と

も

。

さ

ら

に

同

日

、

農

家

組

合

が

花

壇

横

の

畑

に

植

え

た

サ

ツ

マ

イ

モ

の

収

穫

を

育

成

部

と

と

も

に

行

う

こ

と

で

、

子

ど

も

た

ち

に

も

秋

を

感

じ

て

も

ら

い

ま

す

。

様

々

な

工

夫

を

凝

ら

し

な

が

ら

各

種

事

業

を

行

う

同

自

治

会

で

す

が

、

田

中

さ

ん

は

「

高

齢

化

で

す

ね

」

と

寂

し

そ

う

な

表

情

も

。

以

前

は

室

根

地

域

で

開

催

さ

れ

る

各

種

ス

ポ

ー

ツ

大

会

に

も

全

種

目

参

加

し

、

自

治

会

員

の

多

さ

も

あ

っ

て

優

勝

の

常

連

自

治

会

で

し

た

が

、

近

年

は

参

加

種

目

も

減

り

ま

し

た

。

人

口

は

室

根

地

域

の

中

で

２

番

目

に

多

い

も

の

の

「

人

が

い

る

よ

う

で

い

な

い

」

と

田

中

さ

ん

。

同

行

政

区

内

に

は

人

口

に

比

例

し

て

自

治

会

以

外

の

組

織

数

も

多

く

、

役

員

の

成

り

手

不

足

な

ど

、

そ

の

運

営

に

は

悩

み

が

つ

き

ま

せ

ん

。

今

年

10

月

に

開

催

さ

れ

る

「

室

根

神

社

特

別

大

祭

」

で

も

、

自

治

会

と

し

て

は

「

神

輿

あ

げ

」

と

い

う

大

役

が

あ

る

ほ

か

、

同

大

祭

内

の

「

袰

祭

り

」

に

は

、

若

菜

沢

・

勢

返

の

２

地

区

に

分

か

れ

て

出

陣

し

ま

す

。

人

口

減

少

と

高

齢

化

が

進

む

中

、

こ

れ

ら

の

役

目

を

継

承

し

て

い

く

こ

と

に

は

、

様

々

な

葛

藤

が

あ

り

、

今

年

は

負

担

軽

減

の

た

め

、

自

治

会

の

秋

祭

り

も

内

容

を

縮

小

す

る

予

定

で

す

。

自

治

会

館

に

は

新

年

交

賀

会

の

度

に

撮

影

す

る

歴

代

の

集

合

写

真

が

ズ

ラ

リ

と

並

び

、

そ

の

歴

史

を

刻

み

続

け

て

い

る

同

自

治

会

。

丁

寧

か

つ

臨

機

応

変

な

自

治

会

運

営

に

よ

り

、

人

口

減

少

に

よ

る

難

題

に

も

立

ち

向

か

っ

て

い

き

ま

す

。

旧

折

壁

小

学

校

や

一

関

市

室

根

市

民

セ

ン

タ

ー

(

以

下

、

市

民

セ

ン

タ

ー

)

な

ど

も

立

地

し

な

が

ら

、

室

根

神

社

の

参

道

や

室

根

山

山

頂

も

位

置

す

る

屋

中

自

治

会

。

昔

か

ら

子

ど

も

の

数

も

比

較

的

多

く

、

「

屋

中

子

供

会

育

成

部

(

以

下

、

育

成

部

)

」

と

自

治

会

活

動

の

連

携

事

業

が

複

数

あ

り

ま

す

。

例

え

ば

春

の

一

斉

清

掃

。

同

自

治

会

で

は

室

根

山

の

山

開

き

に

合

わ

せ

て

実

施

し

ま

す

(

令

和

６

年

の

場

合

、

他

自

治

会

よ

り

１

週

間

早

い

実

施
)

。

大

人

は

班

内

の

ゴ

ミ

拾

い

を

し

ま

す

が

、

市

民

セ

ン

タ

ー

か

ら

蟻

塚

公

園

ま

で

の

２

㎞

強

の

道

は

、

育

成

部

が

中

心

に

な

っ

て

行

い

、

小

中

学

生

と

大

人

が

同

じ

時

間

に

汗

を

流

し

ま

す

。

花

壇

の

花

植

え

も

育

成

部

と

の

合

同

開

催

。

花

壇

と

言

っ

て

も

自

治

会

館

横

の

約

４

ａ

の

畑

を

活

用

し

て

お

り

、

広

々

と

し

た

空

間

に

小

中

学

生

と

保

護

者

、

自

治

会

員

が

集

ま

り

ま

す

。

定

植

後

の

管

理

は

班

単

位

で

す

が

、

定

植

時

は

自

由

参

加

に

し

て

い

る

の

で

、

小

中

学

生

と

の

交

流

を

楽

し

み

に

参

加

す

る

自

治

会

員

も

少

な

く

あ

り

ま

せ

ん

。

資

源

回

収

も

年

に

２

回

、

育

成

部

が

行

っ

て

お

り

、

自

治

会

も

協

力

。

資

源

回

収

に

よ

る

収

入

は

育

成

部

の

活

動

資

金

と

な

り

ま

す

が

、

自

治

会

に

備

品

を

寄

贈

し

て

く

れ

る

こ

と

も

あ

る

そ

う

で

、

お

互

い

様

の

関

係

性

を

築

い

て

い

ま

す

。

同

自

治

会

の

恒

例

行

事

と

し

て

、

新

年

交

賀

会

と

同

日

開

催

の

「

福

祉

活

動

推

進

座

談

会

」

が

あ

り

ま

す

。

一

関

市

社

会

福

祉

協

議

会

室

根

支

部

の

支

部

長

を

招

き

、

地

域

福

祉

に

関

す

る

現

状

や

サ

ー

ビ

ス

等

に

つ

い

て

情

報

・

意

見

交

換

を

行

う

も

の

で

、

例

年

50

人

程

が

参

加

し

ま

す

。

そ

の

後

に

行

う

新

年

交

賀

会

で

は

「

１

年

の

幕

開

け

」

と

し

て

、

民

謡

シ

ョ

ー

な

ど

、

何

か

し

ら

の

ス

テ

ー

ジ

発

表

を

用

意

。

令

和

６

年

は

同

自

治

会

住

民

有

志

に

よ

る

「

屋

中

郷

土

芸

能

保

存

会

」

が

打

ち

囃

子

を

披

露

し

ま

し

た

。

実

は

、

同

保

存

会

が

新

年

交

賀

会

で

Ｑ.集落の自慢は何ですか？

自治会長自治会長自治会長自治会長((((兼区長兼区長兼区長兼区長))))

田中田中田中田中 繁繁繁繁さんさんさんさん

事務局長、副会長を経

て、現職は２期３年目。

区長も兼務する田中さ

んは、毎月市広報の配

布で約170戸を２日か

けて回っており、一人

暮らし世帯等の見守り

にもつなげています。

高橋高橋高橋高橋 澄夫澄夫澄夫澄夫さんさんさんさん

副会長を経て、現職は

１期１年目。実は田中

さんも高橋さんも元校

長先生。総務部長も兼

ねる事務局長が自治会

報を発行するので、高

橋さん作の自治会報に

期待が高まります。

屋中自治会

５６

多

世

代

多

世

代

多

世

代

多

世

代

がががが

集集集集

ま

る

ま

る

ま

る

ま

る

機

会

機

会

機

会

機

会

をををを

大

切

大

切

大

切

大

切

に

し

な

が

ら

に

し

な

が

ら

に

し

な

が

ら

に

し

な

が

ら

子

供

会

育

成

部

と

の

「

お

互

い

様

」

の

関

係

づ

く

り

- Photo gallery -gallery -

ズ

ラ

リ

と

ズ

ラ

リ

と

ズ

ラ

リ

と

ズ

ラ

リ

と

並並並並

ぶぶぶぶ

集

合

写

真

集

合

写

真

集

合

写

真

集

合

写

真

自

治

会

館

に

は

数

え

き

れ

な

い

程

の

写

真

や

賞

状

。

毎

年

撮

影

し

額

装

す

る

新

年

交

賀

会

の

集

合

写

真

は

自

治

会

の

貴

重

な

記

録

で

す

。

巨

大

巨

大

巨

大

巨

大

なななな

畑畑畑畑

のののの

花

壇

花

壇

花

壇

花

壇

に

て

に

て

に

て

に

て

育

成

部

と

共

に

定

植

す

る

花

壇

は

畑

の

中

。

花

壇

の

横

に

は

農

家

組

合

が

サ

ツ

マ

イ

モ

を

植

え

、

秋

に

は

育

成

部

と

収

穫

を

行

い

ま

す

。

毎

年

毎

年

毎

年

毎

年

８８８８

月月月月

14141414

日日日日

にににに

開

催

開

催

開

催

開

催

か

つ

て

は

櫓

を

組

み

、

盆

踊

り

も

し

て

い

た

夏

祭

り

。

屋

台

人

員

は

文

化

体

育

部

が

声

を

か

け

、

40

代

～

50

代

を

中

心

に

運

営

し

て

い

ま

す

。

屋

中

郷

土

芸

能

保

存

会

屋

中

郷

土

芸

能

保

存

会

屋

中

郷

土

芸

能

保

存

会

屋

中

郷

土

芸

能

保

存

会

令

和

６

年

の

新

年

交

賀

会

に

お

け

る

打

ち

囃

子

の

様

子

。

昭

和

43

年

結

成

の

同

会

は

、

自

治

会

内

の

30

代

～

60

代

ま

で

約

30

人

で

活

動

を

継

承

中

。

地域

紹介

屋中自治会屋中自治会屋中自治会屋中自治会((((折壁折壁折壁折壁))))

行政区は「室根７区」。約170世帯(うち約

30が外国人世帯)のうち、自治会加入は約130

戸。約380人(うち約30人が外国人)が暮らす、

室根では２番目に大きな行政区。18班体制で、

自治会は総務、生活環境、文化体育、女性、

産業、福祉の６部会体制で運営。

地

域

福

祉

か

ら

伝

統

芸

能

ま

で

様

々

な

機

会

を

用

意

し

て

組

織

・

役

の

多

さ

を

乗

り

越

え

て

い

く

た

め

に

たなか しげる たかはし すみお

Ａ.まとまりのある

自治会

Ａ.やさしくて

強力な協力体制

左の写真：令和６年度「福祉活動推進座談会／新年交

賀会」での集合写真(写真中央は講師及び来賓)

事務局長事務局長事務局長事務局長

室根



令

和

４

年

４

月

、

一

関

市

弥

栄

に

オ

ー

プ

ン

し

た

「

か

り

ん

の

木

ｆ

ｒ

ｏ

ｍ

Ｈ

Ｉ

Ｒ

Ａ

Ｓ

Ａ

Ｗ

Ａ

Ｆ

Ｍ

Ａ

Ｒ

Ｋ

Ｅ

Ｔ

」

は

、

オ

ー

ナ

ー

の

熊

谷

志

江

さ

ん

の

自

宅

を

店

舗

に

構

え

た

「

自

宅

カ

フ

ェ

」

で

、

１

号

店

の

オ

ー

プ

ン

か

ら

10

年

目

で

、

「

か

り

ん

の

木

」

に

名

前

を

変

更

し

ま

し

た

。１

号

店

と

な

る

古

民

家

カ

フ

ェ

「

Ｈ

Ｉ

Ｒ

Ａ

Ｓ

Ａ

Ｗ

Ａ

Ｆ

Ｍ

Ａ

Ｒ

Ｋ

Ｅ

Ｔ

」

が

開

店

し

た

の

は

平

成

27

年

９

月

。

田

畑

が

広

が

り

、

兼

業

農

家

も

多

い

弥

栄

・

平

沢

地

区

に

嫁

ぎ

、

仕

事

と

子

育

て

で

忙

し

い

毎

日

を

送

っ

て

い

た

熊

谷

さ

ん

(

埼

玉

県

出

身

)

は

、

農

家

の

お

母

さ

ん

方

が

、

丹

精

込

め

て

育

て

た

野

菜

を

「

食

べ

き

れ

な

い

か

ら

」

と

廃

棄

処

分

し

て

い

る

事

実

を

目

の

当

た

り

に

し

ま

し

た

。

「

も

っ

た

い

な

い

」

と

感

じ

た

熊

谷

さ

ん

は

「

地

元

野

菜

・

加

工

品

を

お

し

ゃ

れ

な

空

間

で

販

売

で

き

た

ら

」

と

い

う

構

想

を

練

る

よ

う

に

。

そ

ん

な

折

、

地

区

の

新

年

会

に

初

め

て

参

加

す

る

こ

と

に

な

り

、

「

話

題

提

供

の

一

つ

に

」

と

、

自

身

の

構

想

と

重

な

る

雑

誌

の

切

り

抜

き

を

持

参

し

ま

す

。

緊

張

し

つ

つ

も

「

ち

ょ

っ

と

お

し

ゃ

れ

な

野

菜

の

販

売

所

」

と

「

そ

の

野

菜

を

用

い

た

料

理

提

供

の

場

」

の

話

を

す

る

と

、

「

い

い

ね

。

出

来

る

こ

と

が

あ

れ

ば

手

伝

う

よ

」

と

い

う

反

応

が

！

そ

の

後

、

地

区

民

か

ら

改

修

可

能

な

古

民

家

を

紹

介

い

た

だ

き

、

起

業

へ

向

け

た

専

門

家

か

ら

の

ア

ド

バ

イ

ス

も

受

け

、

「

地

元

野

菜

も

購

入

で

き

る

古

民

家

カ

フ

ェ

」

の

思

い

を

形

に

し

て

い

き

ま

す

。

空

間

づ

く

り

が

得

意

な

熊

谷

さ

ん

の

構

想

を

ベ

ー

ス

に

、

地

区

民

に

も

協

力

を

も

ら

い

な

が

ら

リ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

を

進

め

、

夏

休

み

に

は

、

子

ど

も

会

行

事

の

一

つ

と

し

て

「

漆

喰

塗

り

体

験

」

も

企

画

。

「

地

域

の

方

々

に

支

え

ら

れ

て

の

ス

タ

ー

ト

で

し

た

」

と

、

当

時

を

振

り

返

り

ま

す

。

地

元

小

学

校

の

探

検

授

業

や

高

校

等

の

職

場

体

験

も

受

け

入

れ

る

な

ど

、

地

域

へ

の

機

会

提

供

も

惜

し

ま

ず

、

さ

ら

に

は

２

号

店

を

市

内

三

関

に

展

開

す

る

な

ど

、

事

業

を

拡

大

す

る

中

で

コ

ロ

ナ

禍

に

突

入

。

苦

渋

の

判

断

で

１

号

店

を

閉

店

し

ま

す

。

「

自

粛

せ

ざ

る

を

得

な

い

状

況

や

、

交

流

活

動

が

で

き

な

い

状

況

が

続

き

、

『

こ

れ

ま

で

の

こ

と

』

や

『

こ

れ

か

ら

の

こ

と

』

を

ゆ

っ

く

り

と

考

え

る

期

間

で

し

た

」

と

熊

谷

さ

ん

。

令

和

４

年

４

月

、

原

点

に

立

ち

返

る

意

味

で

、

自

宅

を

カ

フ

ェ

の

拠

点

と

す

る

こ

と

を

決

断

し

ま

す

。

ラ

ン

チ

の

食

材

は

地

元

食

材

を

取

り

入

れ

つ

つ

も

そ

こ

に

こ

だ

わ

ら

ず

、

「

自

然

を

楽

し

み

な

が

ら

ゆ

っ

く

り

過

ご

せ

る

場

所

」

を

目

標

に

す

る

た

め

、

あ

え

て

「

カ

フ

ェ

の

テ

ー

マ

や

コ

ン

セ

プ

ト

」

は

設

け

ず

、

「

ス

ト

ー

リ

ー

性

」

よ

り

も

「

ゆ

と

り

」

を

大

事

に

運

営

し

て

い

ま

す

。

令

和

６

年

２

月

に

は

、

千

厩

町

の

「

酒

の

く

ら

交

流

施

設

」

内

に

姉

妹

店

と

な

る

「

雑

貨

屋

Ｋ

Ａ

Ｅ

Ｌ

」

を

オ

ー

プ

ン

。

扱

う

の

は

熊

谷

さ

ん

の

ご

主

人

が

セ

レ

ク

ト

し

た

お

取

り

寄

せ

品

が

中

心

で

す

。

「

地

元

の

物

や

手

づ

く

り

の

物

じ

ゃ

な

く

て

も

、

『

人

を

思

う

気

持

ち

』

に

は

、

そ

ん

な

に

差

は

な

い

ん

じ

ゃ

な

い

か

」

と

考

え

る

熊

谷

さ

ん

。

こ

れ

ま

で

の

想

い

と

経

験

を

活

か

し

た

「

く

つ

ろ

げ

る

空

間

」

が

、

地

域

住

民

の

心

の

拠

り

所

と

な

っ

て

い

ま

す

。

一関

７

企業

紹介
平成27年、一関市弥栄(平沢地内)でオープンした古民家カフェ「HIRASAWA F

MARKET」(１号店)。地域食材などを使用したランチ・デザート等を提供するほか、

地域の野菜・農産加工品等の販売、店内で展示会・イベント等を開催するなど

集いの場となっていました。平成30年には一関市三関に２号店として「HIRASAWA

F MARKET SANNOSEKI」をオープン(※)しますが、２号店が軌道に乗った直後にコ

ロナ禍となり、１号店を閉店(令和元年)。令和４年、弥栄字久保田の自宅に拠

点を移し、「自宅カフェ」で再出発。あえてコンセプトを明確にはせず、その

時々の想いや考えを形にしたカフェを展開しています。

※現在、カフェ部分は別オーナーが展開し、他スペースはHIRASAWA F MARKET惣菜製造の施

設として使用中

自身自身自身自身のののの素直素直素直素直なななな「「「「想想想想いいいい」」」」をををを「「「「かたちかたちかたちかたち」」」」にににに

地

域

を

動

か

し

共

に

歩

ん

だ

日

々

１

田園風景や蓮池を眺めること

ができるデッキ席も。

DATA

〒029-0211

一関市弥栄字久保田121

TEL 090-7522-2103

Instagram 「Karin no kiかりんの木(＠hirasawafmarket__karin.noki)」

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65656565話話話話

今月のテーマ

自宅の間取りやインテリアを

工夫しカフェ空間に。

「かりんの木」オーナー熊谷志

江さん。

‘‘‘‘課題解決の手法課題解決の手法課題解決の手法課題解決の手法’’’’としてのとしてのとしてのとしての‘‘‘‘コミュニティコミュニティコミュニティコミュニティ・・・・スクールスクールスクールスクール’’’’

地域企業の理念にせまります。

８

経

験

か

ら

得

た

気

づ

き

「

ス

ト

ー

リ

ー

性

」

で

は

な

い

「

価

値

」

を

地域運営の落とし穴
子どもの教育環境は連携・協働で！

２

３

４９
かりんの木

令和６年度から一関市内すべての小中学校で「「「「コミュニティ・スクールコミュニティ・スクールコミュニティ・スクールコミュニティ・スクール」」」」が開始されました。「コミュニ

ティ・スクール」とは、一言で説明すると「「「「学校運営協議会学校運営協議会学校運営協議会学校運営協議会」」」」をををを設置設置設置設置したしたしたした学校学校学校学校のことを指します(※１)。一関市一関市一関市一関市

のののの場合場合場合場合、「、「、「、「学校運営学校運営学校運営学校運営‘‘‘‘支援支援支援支援’’’’協議会協議会協議会協議会」」」」となっているのがとなっているのがとなっているのがとなっているのが他自治体他自治体他自治体他自治体とのとのとのとの違違違違いいいいで、地域住民の参加(支援)によって

‘‘‘‘地域地域地域地域のののの特色特色特色特色あるあるあるある学校学校学校学校づくりづくりづくりづくり’’’’を進めるものですが、「「「「教育振興運動教育振興運動教育振興運動教育振興運動(以下、教振)」」」」とどう違うのだろうか？と

いう疑問も。

ゆ

き

え

カ

エ

ル

「「「「教振教振教振教振」」」」は、岩手県が全国に先駆けて提唱し、昭和40年頃から各地で取組

が始まりました。地域によって内容は異なりますが、単単単単なるなるなるなる教育教育教育教育やややや学習学習学習学習のののの視視視視

点点点点でででで‘‘‘‘教育水準教育水準教育水準教育水準’’’’をををを上上上上げるのではなくげるのではなくげるのではなくげるのではなく、、、、教育水準教育水準教育水準教育水準をあげるためにをあげるためにをあげるためにをあげるために‘‘‘‘教育環教育環教育環教育環

境境境境’’’’をををを整整整整えることにえることにえることにえることに重重重重きがおかれてきたものですきがおかれてきたものですきがおかれてきたものですきがおかれてきたものです(※２)。当時、県内の子ど

もたちの学力は全国最下位に近く、その背後に隠れている‘家庭環境によっ

て引き起こされている課題’に対して、学校学校学校学校とととと地域地域地域地域がががが連携連携連携連携・・・・協働協働協働協働してしてしてして教育基教育基教育基教育基

盤盤盤盤をををを整整整整えてきたえてきたえてきたえてきたことは、課題解決手法の見本とも言えるでしょう。

そうした取組や時代の変化により、家庭環境がある程度整ってきた今、子

どもの‘体験機会の減少’という課題に向き合い、‘〇〇教室’や‘〇〇体

験’のような機会提供の取組が主になっているのが最近の教振の特徴です。

しかし、現代の子どもたちには「「「「隠隠隠隠れれれれ貧困貧困貧困貧困」」」」やややや「「「「ヤングケアラーヤングケアラーヤングケアラーヤングケアラー」」」」などなどなどなど、、、、新新新新たなたなたなたな課題課題課題課題が生まれています。かつ、

課題課題課題課題のののの複雑化複雑化複雑化複雑化・・・・多様化多様化多様化多様化だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、課題課題課題課題がががが見見見見えない・えない・えない・えない・見見見見えにくいえにくいえにくいえにくいという状況が……。学校に「スクールカウンセ

ラー」や「ソーシャルワーカー」を配置するなど、体験の機会や安全安心の確保のため、「「「「地域学校協働活動地域学校協働活動地域学校協働活動地域学校協働活動」」」」

として幅広い地域住民等の参画が促進されていますが、それぞれの機能は作用しているものの、‘一体的’では

ないように感じます。

コミュニティ・スクールにおいてはコミュニティ・スクールにおいてはコミュニティ・スクールにおいてはコミュニティ・スクールにおいては、、、、学校運営支援協議会学校運営支援協議会学校運営支援協議会学校運営支援協議会のののの‘‘‘‘設置設置設置設置’’’’だけだけだけだけではなくではなくではなくではなく、、、、協議会協議会協議会協議会がががが中心中心中心中心((((ハブハブハブハブ))))となとなとなとな

りりりり、、、、‘‘‘‘一一一一つつつつ一一一一つのつのつのつの機能機能機能機能をををを連携連携連携連携・・・・協働協働協働協働させるさせるさせるさせる’’’’ことことことことでででで、、、、学力学力学力学力のののの向上向上向上向上とととと生活環境生活環境生活環境生活環境をををを整整整整えつつえつつえつつえつつ、、、、子子子子どものどものどものどもの成長支援成長支援成長支援成長支援のたのたのたのた

めにめにめにめに‘‘‘‘地域地域地域地域とととと学校学校学校学校がががが同同同同じじじじ目標目標目標目標をををを持持持持ってってってって進進進進んでいくんでいくんでいくんでいく’’’’ことがことがことがことが大事大事大事大事なのではないでしょうか。

岩手県は、「コミュニティ・スクールの導入により、教振の‘組織’は発展的に解消する」と言いながら、教

振の‘機能’は、コミュニティ・スクールに組み込むか、並行して進めていくという方針。コミュニティ・ス

クールは‘地域の特色ある学校づくり’という表現から、伝統芸能やスポーツ・文化活動に取り組むようなイ

メージがありますが、「「「「子子子子どもたちをどもたちをどもたちをどもたちを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく課題課題課題課題のののの‘‘‘‘解決手法解決手法解決手法解決手法’’’’にににに、、、、‘‘‘‘地域地域地域地域のののの特色特色特色特色’’’’がががが活活活活かされているかされているかされているかされている」」」」とい

う意味も含まれていることを願いたいです。……とすると、学校、学校運営支援協議会、地域協働体、専門機関

がつながり、「「「「補完性補完性補完性補完性のののの原則原則原則原則」」」」に基づいて、それぞれのそれぞれのそれぞれのそれぞれの専門領域専門領域専門領域専門領域のののの

‘‘‘‘強強強強みのみのみのみの掛掛掛掛けけけけ算算算算’’’’がされているがされているがされているがされている状態状態状態状態がががが必要必要必要必要です。

今は、学校運営支援協議会が設置され、スタートしたばかりです

が、いずれ教振教振教振教振のののの機能機能機能機能とととと一体的一体的一体的一体的になりになりになりになり、、、、本当本当本当本当のののの意味意味意味意味のののの「「「「コミュニコミュニコミュニコミュニ

ティ・スクールティ・スクールティ・スクールティ・スクール」」」」になるになるになるになることを期待しています。岩手県は、教振と

いうベースがあるので、ある意味‘‘‘‘教振教振教振教振のののの原点回帰原点回帰原点回帰原点回帰’’’’なのかなと感

じたところです。教振の必要性が提唱された昭和30～40年代と環境

の違いはあれど、もしかしたら課題のレベル感は、その当時と同じ

くらいの難解さを持っているかもしれません。

‘働き方改革の延長’と捉える方もいるかもしれませんが、学校

だけで解決できない課題が多くなってきたために、地域地域地域地域とのとのとのとの連携連携連携連携・・・・

協働協働協働協働によりによりによりにより向向向向きききき合合合合っていかなければならないっていかなければならないっていかなければならないっていかなければならない時代時代時代時代でもある、という

ことなのではないでしょうか。

・〇〇教室
・〇〇体験

体験する
機会の
減少

昭和40年頃

・家庭環境が
ある程度
整ってきた
・生活様式
(くらし)
の変化

・学習机を与える
・本を買って
読書をさせる

教育振興運動
(学校と地域の連携・協働)

現 代

家庭環境
の差

時代の変化

※１)本誌2024年４月号「二言三言(「『学校』と『地域』の『これから』～コミュニティ・スクールと地域部活動～」)」参照)

※２)本誌2023年２月号「二言三言(「子どもたちを『人間として教育する』～次代のリーダーを育てるために～」)」参照)

学校運営支援協議会
教育振興運動の機能

地域

協働体

専門

機関

コミュニティ・スクール

地域の特色ある
学校づくり
専門領域の強みを
掛け算する
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、
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す
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作

業
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す
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ん

で

ん

で

ん

で

ん

で

補

強

補

強

補

強

補

強

し

て

し

て

し

て

し

て

い

く

い

く

い

く

い

く

方

法

方

法

方

法

方

法

で

す

。

「

葺

き

替

え

」

よ

り

も

ず

っ

と

少

量

の

茅

で

済

む

＝

金

銭

的

負

担

も

少

な

い

た

め

、

近

年

は

「

差

し

茅

」

が

主

流

で

す

(

職

人

や

材

料

不

足

の

関

係

も

あ

り

)

。

「

差

し

茅

」

に

よ

る

修

繕

を

行

う

周

期

は

、

日

当

た

り

な

ど

の

立

地

条

件

に

よ

っ

て

異

な

り

ま

す

が

、

15151515

～～～～

20202020

年

周

期

年

周

期

年

周

期

年

周

期

が

多

い

よ

う

で

す

。

こ

の

時

、

一

度

に

４

面

と

も

変

え

る

の

で

は

な

く

、

数

年

お

き

に

１

面

ず

つ

行

う

な

ど

、

金

銭

面

や

職

人

・

作

業

者

の

負

担

を

考

え

、

計

画

的

に

修

繕

を

行

う

家

も

。

今

回

密

着

取

材

し

た

室

根

町

矢

越

の

小

山

家

で

は

、

約

20

年

ぶ

り

に

、

２

年

か

け

て

３

面

の

修

繕

を

行

い

ま

し

た

(

北

側

屋

根

の

み

約

10

年

前

に

実

施

)

。

茅

葺

屋

根

が

主

流

だ

っ

た

時

代

は

、

近

隣

住

民

10

戸

程

で

「「「「

結結結結

」」」」

や

「「「「

茅

無

尽

茅

無

尽

茅

無

尽

茅

無

尽

」」」」

を

組

ん

で

お

り

、

そ

れ

ら

の

組

織

で

材

料

材

料

材

料

材

料

のののの

調

達

調

達

調

達

調

達

やややや

実

際

実

際

実

際

実

際

のののの

作

業

作

業

作

業

作

業

を

行

い

ま

し

た

。

「

差

し

茅

」

は

足

場

を

組

ん

だ

屋

根

の

上

で

行

わ

れ

ま

す

が

、

茅

は

屋

根

の

傷

み

具

合

を

見

な

が

ら

、

随

時

適

切

な

長

さ

に

切

り

、

屋

根

の

上

に

運

ば

れ

ま

す

。

そ

の

た

め

、

作

業

員

は

「「「「

地

上

地

上

地

上

地

上

」」」」

「「「「

足

場

足

場

足

場

足

場

のののの

上上上上

」」」」

「「「「

屋

根

屋

根

屋

根

屋

根

のののの

上上上上

(( ((

屋

根

表

屋

根

表

屋

根

表

屋

根

表

)) ))

」」」」

の

３

つ

の

エ

リ

ア

に

分

か

れ

る

こ

と

で

、

効

率

的

に

作

業

を

進

め

ま

す

(

「

梁

取

り

」

の

作

業

時

に

は

屋

根

裏

屋

根

裏

屋

根

裏

屋

根

裏

(

＝

屋

内

)

に

回

る

人

員

も

必

要

)

。

屋

根

の

上

で

作

業

す

る

の

は

職

人

で

、

地

上

作

業

や

足

場

の

上

で

の

作

業

(

下

回

り

役

)

は

、

親

類

・

近

隣

住

民

等

の

結

で

集

ま

っ

た

人

が

従

事

(

か

つ

て

は

職

人

の

弟

子

等

も

)

。

今

回

の

棟

梁

・

佐

藤

才

治

さ

ん

曰

く

、

「

当

時

は

職

人

１

人

に

つ

き

下

回

り

役

が

最

低

１

人

は

つ

い

て

い

た

」

の

だ

と

か

。

か

つ

て

は

足

場

足

場

足

場

足

場

のののの

設

置

設

置

設

置

設

置

も

茅

葺

職

人

の

仕

事

で

あ

り

、

そ

れ

が

作

業

の

最

初

の

工

程

で

し

た

。

茅

葺

職

人

が

組

む

足

場

は

、

木

や

竹

を

縄

な

ど

で

組

ん

だ

も

の

で

あ

り

、

家

の

周

り

を

舗

装

し

た

家

で

は

そ

う

し

た

足

場

が

組

め

ず

、

業

者

に

単

管

足

場

を

依

頼

す

る

こ

と

も

多

く

な

り

ま

し

た

(

小

山

家

も

舗

装

さ

れ

て

い

る

た

め

、

今

回

も

業

者

依

頼

)

。

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
88888888

ユネスコ無形文化遺産「伝統建築工匠の技」にも登録されている「茅葺」「茅採

取」の技術。文化として継承すべき貴重な技術ですが、現在、当市在住の「茅葺職

人」は１名のみです。その職人技(伝統技術)を記録するため、当市に現存する茅葺屋

根の葺き替え作業に密着！貴重な技術を拝見するだけでなく、実際に作業にも参加さ

せていただきながら、昭和初期までは各地に存在した「茅無尽(結)」にも思いを馳せ

てきました(前号の続き)。 ※記載内容はあくまでも当センター独自調査の結果です。

10 ９

■■■■

「「「「

差差差差

しししし

茅茅茅茅

」」」」

とととと

「「「「

葺葺葺葺

きききき

替替替替

ええええ

」」」」

＜参考文献＞ 参考文献等は誌面スペースの都合上当センターＨＰにて掲載します。

前号に引き続き、室根町矢越の小山家にて令和５年12月～令和６年４月にかけて行わ

れた、茅葺屋根の葺き替え作業をベースに、「差し茅」における「仕事の流儀」を記録

していきます！ ※前号では「仕事の流儀１」として「棟梁の選任」、「仕事の流儀

２」として「茅の準備」の工程をご紹介していますので、併せてご覧ください。

茅葺屋根茅葺屋根茅葺屋根茅葺屋根のののの

「差し茅」「差し茅」「差し茅」「差し茅」作業に作業に作業に作業に

密着してみた②密着してみた②密着してみた②密着してみた②
仕事の流儀３

「梁取り」作業

仕事の流儀５

「差し茅」作業

差した茅や、屋根表の足場となる長木

を固定するために行う作業を「梁取り」

と呼び、経験とチームワークが試されます。屋根裏に登った人と屋根

表にいる人が、屋根越しに声をかけ合い、１ｍ程ある「針」を使って、

縄や紐を行き来させることで、「押さえ棒木(後述)」や長木を固定し

ます。暗い屋根裏での作業は、現在はヘッドライト等を使いますが、

昔は「カンテラ」等を使用。針が直撃すれば失明等の危険もあり、信

頼関係が重要です。

■■■■

「「「「

差差差差

しししし

茅茅茅茅

」」」」

作

業

作

業

作

業

作

業

のののの

流流流流

れれれれ

茅葺屋根の葺き替え作業に用いられる道具たち(一部)

差し棒

ガギ

針

差し棒：屋根に隙

間を作り、古茅を

除去＆新しい茅を

差し込む際に使用

ガギ：差した茅を

叩き、揃えていく

針：穴に縄や紐を

通し、屋根裏と行

き来させることで、

茅や長木を固定

押切：尺寸の指示

を受け、茅を指示

通りの長さに切る

「差し茅」の大まかな流れ

仕事の流儀６

長木の「足場」

仕事の流儀４

「材料」の準備

針から紐を抜き、垂木(竹)

に結びつけたら、再び針に

紐を通し、戻す。

紐を通した針を、屋根裏にいる

人が指示した場所に差す。

針

屋根表

屋根裏

断面図

屋根表

足場の上

地上

差した茅を「ガギ」で叩き、

表面を整える

地上では屋根表の職

人からの指示を受け、

各種材料を準備し、足

場の上に運びます。

大変なのが「茅束」

づくり。茅の長さは細

かく指示が入ります(4.5

尺～2.5尺程度の間)。

「押切」を使って指示

された長さに切り、根

元部分２束、穂先部分

２束の計４束を一つに

束ね、足場の上の作業

員経由で職人の手元に

届けられます。

その他、茅を固定す

るための竹串を加工し

屋根表では「差し棒」を使いながら古茅

を除去し、除去した部分に新しい茅を差し

ていく作業をひたすら行います。作業員は

横一列に並び、同じ段を同時進行で作業。

茅を差し、茅が一定の厚さになったら、

「押さえ棒木」と呼ばれる木の棒(サルスベ

リなど凹凸が少ない滑らかな木肌の木の枝

を使用)で茅を固定する(＝梁取り作業)。

したり、上から大量に落ちてくる古茅を片付けたり(畑の肥しに

する)、職人たちがスムーズに作業できるよう、動き続けます。

押さえ棒木

約20年経過した茅

新たに差した茅

差し棒を差して隙間を作

り、古茅を除去、新たな

茅を差す。

屋根裏

尺寸を測りながら

切ることができる

特製の押切

唐竹で「竹串」を量産。先端の角度が

重要。孟宗竹ではダメらしい。

地上～軒下までの足場

が単管パイプだとしても、

屋根表での作業には、屋

根に直接長木を固定し

(梁取り)、足場にします。

１段終える毎に長木足場

が増えていき、最終的に

10段程に。上に行くほど、

長木を固定する「梁取

り」作業は大変で、最上

部まで行き、長木足場を

解体しながらの作業もま

た一苦労。今回は稲の

「はせ掛け」用の長木を

使用しました。

足首の角度に注目！長木上での作業

を安定させる熟練の姿勢です。

屋根表の長木足場

Before

After

梁取りで固定中

滑車を使い、足場の上に

茅束を運ぶ。

今回は正面と向かって

右側面の修繕作業が行わ

れました(密着取材は正面

のみ)。雨や農作業で中断した期

間を除くと、正面の差し茅作業は

約１か月、茅の刈取りも含めると、

約５か月かかりました。

なお、作業期間は、依頼人宅が

作業従事者にお茶菓子等を準備。

今回は搗きたて餅の振舞いも♪ 休憩時間の交流も楽しい

ＨＰでは誌面に紹介しきれなかった作業の様子画像を

掲載！ぜひご覧ください♪

職人によって材料や仕様

が異なる

叩く面が

ノミなどで

掘ってある。

重い！

昔は竹で作った。

長さは１ｍ程。

押切

茅を指示通り

の尺寸に切る

足場の設置

古茅の除去

(下に落としていく)

茅束の用意

茅束を足場に上げる

新しい茅の差し込み

ガギで叩き、整える

「押さえ棒木」で

茅を固定(梁取り)

長木で次の足場を設置

(梁取り)

２～６を繰り返す

一番上まで完了したら、

長木を撤去しながら

茅を整える(ヤガリ※)

完成！足場を撤去

1

2

3

4

5

6

7

8

9

※大バサミを使って面をキレイにしていく


