
１｜二言三言｜ 室根神社総代長 鈴木英樹さん (後編)

３｜団体紹介｜ かわさきにあつマルシェ

５｜地域紹介｜ 中神自治会（花泉）

７｜企業紹介｜ 有限会社光成工業 （一関）

８｜博識杜のフクロウ博士｜ 地域運営の落とし穴52 「多様性」「個人情報」意味を正しく理解する

９｜センターの自由研究｜ くらし調査ファイル№27 「俚謡(餅つき唄)」

今月の表紙

当センター主催「いちのせき市民フェスタ24」内で披露された、千厩

町奥玉の「入山沢餅つき隊」による餅つきパフォーマンス。

当市域では、「餅つき」とともに、古くから祝いの席で唄われる「餅つ

き唄」があります。この「唄」は、民間で自然発生的に発展し、古くから

労働・生活ととともに、文字はなくても口から耳へ伝わり継承されてき

ました。(自由研究)

‘モデルが主役’のファッションショー

「いちのせき市民モデルコレクション(通

称：イチコレ)」。開催11年目にあたる

今年は、「イチコレ第５回コンテスト」を

メインに、小学４年生～中学生が手作

りの衣装で登場する「イチコレSchool」

のショーのほか、飲食や物

販等も企画しています。詳

しくは下記まで。

ideaニュースレター「イデア」

2024.11
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 「ひまわり畑から出発！」
旧町村別の人口動態等を共有します。
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室根町津谷川地区の中津谷川地

内では、今年も下記日程で「中津谷

川イルミネーション同好会」によるイル

ミネーション点灯行事を実施します。

平成22年に地元有志２人で始めた

イルミネーションですが、年々参加世

帯が増加。旧津谷川小学校を起点に

約600ｍの区間で、趣向を凝らしたイ

ルミネーションをお楽しみいただけます。

世界を知ろう！

～音楽でつなぐ 心の輪～

イベ

ント

中津谷川イルミネーション

イベ

ント
「ｍi×ÜDance」

キッズクラス生徒募集中

募集

イベ

ント
「イチコレ2024」

開催のお知らせ

イベ

ント

前月比世帯数前月比人口

-1024609-6453327一関

-44668-911639花泉

-41263-173154川崎

-24077-129504千厩

-104839-1611469大東

22269-15705東山

-21798-54251室根

02791-86898藤沢

前月比一関市全体一関市全体一関市全体一関市全体

-132105947人口

-3046314世帯数

1345出生数

2024年10101010月月月月１１１１日日日日付

(2024年９月30日現在

住民基本台帳より)

※外国人登録者含む

第36回

曽慶地区芸能祭

開催日時開催日時開催日時開催日時：２０２４年１１月２４日(日)

１２時３０分～１６時

場所場所場所場所：大東曽慶地区センター

(一関市大東町曽慶神蔭３２-１)

入場料入場料入場料入場料：無料

問合問合問合問合：０１９１-７５-２２４４

(一関市曽慶市民センター内)

一関市国際交流協会では、音楽を

通じて海外の文化や習慣を学び、国

際理解を深めることを目的に、下記日

程で「世界を知ろう！～音楽でつなぐ

心の輪～」を開催します。ゴスペルや

ヒ ッ プ ホ ッ プ な ど を 歌 う グ ル ー プ

「HEY!WAO!」のメンバーがパ

ワフルな歌とダンスを披露しま

す。詳しくは下記まで。

自治会長サミット

Vol.19

講座

開催日開催日開催日開催日：２０２４年１１月２４日(日)

時間時間時間時間：〈全体〉１０時３０分～１３時３０分

〈ショー〉１１時３０分～１２時３０分

場所場所場所場所：なのはなプラザ２階

にぎわい創造センター

入場料入場料入場料入場料：無料

問合問合問合問合：０１９１-２６-６４００

(いちのせき市民活動センター)

活動日時活動日時活動日時活動日時・・・・場所場所場所場所：

〈土曜日〉１０時～１１時３０分

宮坂集会所

〈月曜日〉１８時～１９時

一関市川崎市民センター

※活動日や場所等は変更になる場合

があります。

月謝月謝月謝月謝：４,５００円(会場費は別途)

問合問合問合問合：miudancemiu@gmail.com

(代表・阿部)

日時日時日時日時：２０２４年１１月２３日(祝・土)

時間時間時間時間：〈開場〉１３時１５分 〈開演〉１４時

場所場所場所場所：一関文化センター 中ホール

チケットチケットチケットチケット料金料金料金料金：１,０００円/人(中学生以下無料)

※チケットと入場整理券は一関市国際交

流協会(一関市大町４-２９ なのはなプラザ

４階)で配布しています。

問合問合問合問合：０１９１-３４-４７１１

(一関市国際交流協会)

点灯期間点灯期間点灯期間点灯期間：２０２４年１１月２３日(祝・土)

～２０２５年１月７日(火)

点灯時間点灯時間点灯時間点灯時間：１６時３０分～２１時頃

場所場所場所場所：室根町津谷川字本宿周辺

※旧津谷川小学校を目指す

問合問合問合問合：０１９１-６５-２５２５

(事務局・佐藤好彦)

大東町曽慶地区の恒例行事である

「曽慶地区芸能祭」を下記日程で開

催します。コロナ禍を経て昨年新たな

形でスタートした同芸能祭ですが、今

年は各自治会等の趣向を凝らした演

目や生涯学習団体による日頃の活動

成果発表のほか、特別出演として混

声合唱団「Prova」による合唱、一関

市立曽慶保育園の園児によるダンス

披露、お楽しみ抽選会などを行います。

詳しくは下記まで。

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、顔の見える範

囲で「共助」の仕組みをつくる「第13区

自治会(室根町釘子)」、水口公園を

中心に交流の機会を紡ぎ続ける「水

口民区(一関市滝沢)」が事例発表し

ます。完全申込制(11月28日締切)。

詳しくは下記まで。

開催日開催日開催日開催日：２０２４年１２月６日(金)

時間時間時間時間：１７時～１９時

場所場所場所場所：一関市川崎市民センター

(川崎町薄衣字諏訪前７-１)

参加料参加料参加料参加料：無料

問合問合問合問合＆＆＆＆申込申込申込申込：０１９１-２６-６４００

(いちのせき市民活動センター)

３歳～小学生を対象に、ストレッチや

筋トレ、バーレッスン、アイソレーション

などのフロア運動等、モダンバレエの

基礎や表現の練習を行っている「ｍ

i×ÜDance(みゅうだんす)」では、生徒

を募集しています(性別、居住地不問)。

また、親子レクや保育園、学校などで

のダンスレッスン(講師派遣)にも対応

しています。詳しくは下記まで。

１｜二言三言｜ 室根神社総代長 鈴木英樹さん (後編)

３｜団体紹介｜ かわさきにあつマルシェ

５｜地域紹介｜ 中神自治会（花泉）

７｜企業紹介｜ 有限会社光成工業 （一関）

８｜博識杜のフクロウ博士｜ 地域運営の落とし穴52 「多様性」「個人情報」意味を正しく理解する

９｜センターの自由研究｜ くらし調査ファイル№27 「俚謡(餅つき唄)」



地域の「気になる人」を対談でご紹介

第１２３回
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代

人

に

は

難

し

か

っ

た

り

し

ま

す

し

ね

。

口

伝

だ

け

で

は

難

し

い

…
…

。

鈴

木

鈴

木

鈴

木

鈴

木

口

伝

の

場

合

、

１

回

曲

が

っ

て

し

ま

う

と

、

曲

が

っ

た

ま

ま

に

な

っ

て

し

ま

う

ん

で

す

。

「

本

来

は

そ

う

じ

ゃ

な

い

の

で

は

？

」

と

指

摘

し

て

も

「

い

や

、

前

回

は

こ

う

し

て

い

た

か

ら

」

と

、

曲

が

っ

た

ま

ま

が

「

当

た

り

前

」

に

な

っ

て

い

く

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

な

る

ほ

ど

…
…

。

全

体

責

任

者

の

よ

う

な

人

が

い

な

い

と

そ

う

な

っ

て

し

ま

い

ま

す

よ

ね

。

鈴

木

鈴

木

鈴

木

鈴

木

当

時

の

序

列

に

則

れ

ば

、

本

宮

の

大

先

司

が

そ

の

立

場

に

あ

る

わ

け

で

す

が

、

そ

れ

ぞ

れ

の

役

の

中

で

世

代

交

代

が

行

わ

れ

る

の

で

、

ど

う

し

て

も

今

の

人

間

関

係

も

影

響

し

て

し

ま

い

ま

す

よ

ね

。

序

列

で

は

上

の

神

役

で

あ

っ

て

も

、

世

代

交

代

し

た

ば

か

り

で

は

先

輩

方

の

方

が

経

験

が

あ

る

(

笑

)

本

当

は

自

分

た

ち

の

立

場

や

立

ち

位

置

を

も

っ

と

理

解

し

な

け

れ

ば

い

け

な

い

ん

だ

と

思

い

ま

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

世

襲

す

る

際

に

、

そ

う

し

た

「

格

」

も

伝

わ

っ

て

い

な

き

ゃ

い

け

な

い

と

い

う

こ

と

で

す

よ

ね

。

鈴

木

鈴

木

鈴

木

鈴

木

そ

れ

か

ら

、

口

伝

で

し

っ

か

り

伝

わ

っ

て

い

た

と

し

て

も

、

時

代

や

生

活

様

式

の

変

化

で

継

承

が

難

し

く

な

っ

て

き

た

部

分

も

あ

り

ま

す

。

例

え

ば

「

御

仮

宮

」

の

造

営

。

こ

れ

も

細

か

な

分

業

制

で

、

や

は

り

世

襲

制

な

の

で

す

が

、

部

材

の

調

達

が

大

変

に

な

っ

て

き

て

い

ま

す

。

御

柱

(

松

)

は

神

社

が

、

横

柱

(

栗

)

は

田

茂

木

集

落

が

準

備

し

ま

す

が

、

昔

は

集

落

の

人

員

で

行

っ

て

い

た

切

り

出

し

も

、

今

は

森

林

組

合

等

に

委

託

し

て

い

る

よ

う

で

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

委

託

と

な

る

と

、

金

銭

的

負

担

が

発

生

し

ま

す

よ

ね

？

鈴

木

鈴

木

鈴

木

鈴

木

な

の

で

、

集

落

が

各

戸

か

ら

徴

収

す

る

額

が

増

え

た

り

す

る

わ

け

で

す

。

ま

た

、

安

全

面

で

も

時

代

の

流

れ

が

あ

り

、

こ

れ

ま

で

の

御

仮

宮

は

８

ｍ

の

高

さ

に

造

営

し

て

い

た

ん

で

す

が

、

造

営

を

担

当

す

る

集

落

の

後

継

世

代

か

ら

「

け

が

人

を

だ

し

た

く

な

い

」

と

い

う

声

が

あ

り

、

集

落

内

で

検

討

し

た

結

果

、

高

さ

を

４

ｍ

に

下

げ

る

と

決

め

た

そ

う

で

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

時

代

に

合

わ

せ

て

柔

軟

に

は

な

っ

て

い

る

ん

で

す

ね

。

鈴

木

鈴

木

鈴

木

鈴

木

文

化

財

指

定

に

な

っ

て

い

る

の

で

、

国

に

も

確

認

し

た

結

果

、

問

題

な

い

と

の

こ

と

。

き

っ

と

文

化

財

指

定

の

要

因

は

や

は

り

「

世

襲

制

」

の

部

分

な

ん

で

し

ょ

う

ね

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

そ

う

や

っ

て

時

代

に

合

わ

せ

た

対

応

を

す

る

に

あ

た

っ

て

会

議

な

ど

が

あ

る

ん

で

す

か

？

鈴

木

鈴

木

鈴

木

鈴

木

会

議

は

２

回

し

か

あ

り

ま

せ

ん

。

１

回

目

の

会

議

は

「

開

催

す

る

か

否

か

」

で

、

開

催

す

る

と

な

れ

ば

、

２

回

目

は

各

種

神

役

や

関

係

者

を

集

め

た

70

人

規

模

の

顔

合

わ

せ

会

で

あ

り

、

特

別

大

祭

斎

行

の

共

通

認

識

の

確

認

を

す

る

会

議

で

も

あ

り

ま

す

。

そ

う

す

る

と

そ

こ

か

ら

各

神

役

や

各

保

存

会

な

ら

び

に

各

地

区

が

準

備

を

進

め

る

。

な

の

で

基

本

的

に

は

各

神

役

、

役

割

を

も

っ

た

人

々

・

組

織

に

様

々

な

判

断

が

委

ね

ら

れ

て

い

ま

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

そ

れ

ぞ

れ

の

役

割

を

持

っ

た

人

が

特

別

大

祭

の

時

に

は

集

ま

っ

て

く

る

…
…

と

い

う

感

じ

で

す

ね

。

鈴

木

鈴

木

鈴

木

鈴

木

そ

う

、

そ

の

結

果

、

警

察

に

道

路

使

用

許

可

を

取

る

と

き

に

、

責

任

者

は

誰

か

と

問

わ

れ

る

ん

で

す

が

「

い

な

い

」

の

が

実

際

。

で

も

そ

れ

で

は

許

可

が

と

れ

な

い

の

で

、

総

代

長

を

申

請

者

に

し

て

申

請

し

て

い

ま

す

が

、

責

任

者

と

い

う

意

味

合

い

が

違

う

ん

で

す

よ

ね

(

笑

)

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

大

変

で

し

ょ

う

け

ど

、

い

ざ

始

め

る

と

な

る

と

自

然

発

生

的

に

動

き

出

す

祭

り

と

い

う

の

は

、

す

ご

く

興

味

深

い

で

す

(

笑

)

鈴

木

鈴

木

鈴

木

鈴

木

全

国

的

に

も

珍

し

い

特

殊

な

お

祭

り

な

ん

で

す

。

で

も

故

に

、

い

ざ

総

代

と

な

っ

た

時

に

、

自

分

が

ど

う

い

う

動

き

を

し

た

ら

良

い

か

分

か

ら

な

い

し

、

法

被

を

着

て

い

て

、

見

に

来

た

人

に

特

別

大

祭

の

歴

史

等

を

聞

か

れ

て

十

分

に

説

明

で

き

な

い

こ

と

を

発

信

さ

れ

た

り

し

た

ら

…
…

と

思

う

と

怖

い

で

す

。

な

の

で

我

々

総

代

こ

そ

し

っ

か

り

勉

強

し

な

い

と

い

け

な

い

ん

で

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

地

元

の

人

で

も

特

別

大

祭

の

謂

れ

を

語

る

こ

と

が

で

き

な

く

な

っ

て

い

る

ん

で

す

ね

。

鈴

木

鈴

木

鈴

木

鈴

木

小

学

校

等

で

も

一

応

特

別

大

祭

に

関

す

る

学

習

は

あ

る

よ

う

で

す

が

、

深

夜

や

朝

に

行

わ

れ

る

祭

事

も

多

い

の

で

、

子

ど

も

た

ち

は

も

ち

ろ

ん

、

地

域

住

民

も

実

際

に

見

る

部

分

は

限

ら

れ

て

い

て

、

全

体

像

の

理

解

は

難

し

い

ん

で

し

ょ

う

ね

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

「

室

根

神

社

特

別

大

祭

」

の

場

合

、

室

根

と

言

い

な

が

ら

、

千

厩

や

大

東

、

気

仙

沼

や

大

船

渡

な

ど

、

複

数

地

域

に

神

役

や

関

係

者

が

い

ま

す

し

、

も

っ

と

広

域

で

興

味

関

心

を

持

つ

取

組

が

必

要

な

の

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

鈴

木

鈴

木

鈴

木

鈴

木

そ

う

で

す

ね

、

今

後

人

口

減

少

に

よ

り

関

係

者

が

減

る

と

、

山

か

ら

神

輿

を

降

ろ

す

こ

と

も

難

し

く

な

り

ま

す

し

、

担

ぎ

手

の

確

保

が

不

可

欠

か

と

思

い

ま

す

。

根

本

的

な

歴

史

背

景

の

理

解

促

進

は

必

要

で

す

ね

。

た

だ

そ

う

し

た

理

解

促

進

を

促

す

役

割

の

人

も

少

な

い

、

と

い

う

の

が

辛

い

と

こ

ろ

で

す

。

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

小

野

寺

特

別

大

祭

と

い

う

存

在

は

知

っ

て

い

て

も

、

こ

れ

だ

け

特

別

な

形

で

成

り

立

っ

て

い

る

、

継

承

さ

れ

て

い

る

と

い

う

こ

と

は

知

り

ま

せ

ん

で

し

た

。

せ

め

て

こ

う

し

た

外

部

か

ら

の

発

信

で

知

っ

て

も

ら

い

、

見

に

来

て

く

れ

る

人

を

増

や

す

こ

と

で

、

必

死

に

世

襲

し

て

き

た

神

役

さ

ん

た

ち

に

は

誇

り

と

プ

ラ

イ

ド

を

持

っ

て

も

ら

い

た

い

で

す

ね

。

２

/105,947

二言

三言

室根神社総代長 鈴木英樹 ×××× いちのせき市民活動センター センター長 小野寺浩樹

※

２

※１ 指定を受けたのは「室根神社祭のマツリバ行事」。なお、閏年の翌年に行う祭事が「室根神社特別大祭」であり、いわゆる「例祭」は毎年開催し

ている。

※２ 令和６年10月25日～27日の３日間開催

本宮・新宮神輿の先着争いが行われてきた８ｍの御仮宮。

今回からは４ｍに下げられた(写真は平成30年のもの)。

室根神社総代長(１期３年目)。定年で地元に帰郷

した平成25年から総代となり、令和４年より総代長

へ(※)。室根地域防犯協会会長や室根まちづくり協

議会理事等、地域の各種役を担うほか、保護司とし

ても活動中。昭和26年室根町折壁生まれ(在住)。

※旧折壁村を７区に分け、各区から３人ずつ総代を選出。１期３

年で、総代の互選で総代長を選出する。

「世襲制」のプライドと難しさ「世襲制」のプライドと難しさ「世襲制」のプライドと難しさ「世襲制」のプライドと難しさ

～「室根神社特別大祭」のイマとこれから～「室根神社特別大祭」のイマとこれから～「室根神社特別大祭」のイマとこれから～「室根神社特別大祭」のイマとこれから【【【【後編後編後編後編】】】】～～～～

※

１



と

小

野

寺

さ

ん

は

語

り

、

ど

の

よ

う

な

運

営

を

し

て

い

く

か

を

模

索

し

続

け

た

と

言

い

ま

す

。

さ

ら

に

、

人

づ

て

で

女

子

会

の

存

在

を

知

っ

た

人

た

ち

が

メ

ン

バ

ー

に

加

わ

る

な

ど

、

少

し

ず

つ

活

動

の

認

知

も

広

ま

っ

て

い

き

ま

し

た

。

そ

し

て

、

令

和

４

年

３

月

に

独

自

イ

ベ

ン

ト

を

開

催

す

る

こ

と

を

決

定

し

、

イ

ベ

ン

ト

名

を

考

え

て

い

く

中

で

生

ま

れ

た

の

が

「

か

わ

さ

き

に

あ

つ

マ

ル

シ

ェ

(

以

下

「

か

わ

マ

ル

」

)

」

で

し

た

。

同

時

に

団

体

名

も

同

イ

ベ

ン

ト

名

に

改

称

し

、

小

野

寺

さ

ん

が

代

表

、

泉

田

さ

ん

が

事

務

局

と

、

体

制

も

整

え

ま

し

た

。

し

か

し

、

イ

ベ

ン

ト

の

開

催

に

向

け

た

準

備

が

進

め

ら

れ

る

中

、

新

型

コ

ロ

ナ

ウ

イ

ル

ス

感

染

症

が

流

行

。

感

染

予

防

の

観

点

か

ら

イ

ベ

ン

ト

を

延

期

に

せ

ざ

る

を

得

な

く

な

り

ま

し

た

。

小

野

寺

さ

ん

は

、

「

せ

っ

か

く

イ

ベ

ン

ト

名

を

決

め

て

『

こ

れ

か

ら

』

と

い

う

と

き

に

、

ま

さ

か

の

出

来

事

で

し

た

」

と

話

し

、

厳

し

い

状

況

下

で

あ

り

な

が

ら

も

、

メ

ン

バ

ー

と

の

連

絡

は

取

り

続

け

、

各

メ

ン

バ

ー

の

得

意

な

こ

と

や

知

識

な

ど

を

活

か

し

、

か

わ

マ

ル

の

ロ

ゴ

や

パ

ン

フ

レ

ッ

ト

制

作

、

他

団

体

の

イ

ベ

ン

ト

運

営

の

情

報

収

集

等

を

行

う

な

ど

、

活

動

の

歩

み

を

止

め

ま

せ

ん

で

し

た

。

コ

ロ

ナ

禍

の

延

期

を

経

て

、

令

和

５

年

６

月

、

「

第

１

回

か

わ

さ

き

に

あ

つ

マ

ル

シ

ェ

」

を

開

催

(

「

令

和

５

年

度

元

気

な

地

域

づ

く

り

事

業

」

の

一

環

)

。

買

い

物

客

や

観

光

客

が

集

ま

る

道

の

駅

か

わ

さ

き

を

会

場

に

、

メ

ン

バ

ー

そ

れ

ぞ

れ

が

制

作

し

た

布

小

物

や

ア

ク

セ

サ

リ

ー

、

ク

ラ

フ

ト

バ

ッ

ク

な

ど

の

展

示

・

販

売

の

ほ

か

、

メ

イ

ク

や

リ

ン

パ

整

体

等

を

行

う

９

店

舗

が

出

店

し

ま

し

た

。

小

野

寺

さ

ん

は

、

「

自

主

的

な

開

催

は

初

め

て

で

緊

張

し

ま

し

た

が

、

お

客

さ

ん

と

触

れ

合

い

、

交

流

す

る

こ

と

が

で

き

、

た

く

さ

ん

の

人

に

、

地

元

に

根

付

い

た

活

動

で

あ

る

と

い

う

こ

と

を

伝

え

る

こ

と

が

で

き

ま

し

た

」

と

笑

顔

で

話

し

ま

す

。

第

１

回

の

開

催

を

き

っ

か

け

に

、

か

わ

さ

き

夜

市

や

せ

ん

ま

や

ひ

な

ま

つ

り

へ

の

出

張

出

店

な

ど

の

依

頼

が

あ

り

、

他

地

域

と

の

交

流

に

も

つ

な

げ

て

い

る

「

か

わ

マ

ル

」

は

、

令

和

６

年

10

月

ま

で

に

計

５

回

の

自

主

イ

ベ

ン

ト

を

開

催

し

ま

し

た

。

「

自

分

た

ち

の

想

い

や

活

動

を

知

っ

て

も

ら

い

、

広

が

る

こ

と

で

、

川

崎

に

も

こ

ん

な

活

動

を

し

て

い

る

人

た

ち

が

い

る

と

い

う

こ

と

が

伝

わ

る

の

は

嬉

し

い

で

す

。

か

わ

マ

ル

の

素

敵

な

と

こ

ろ

は

、

と

に

か

く

明

る

く

、

い

つ

も

笑

顔

が

絶

え

な

い

こ

と

で

す

。

そ

し

て

、

地

元

『

愛

』

が

強

い

こ

と

で

す

」

と

小

野

寺

さ

ん

は

話

し

ま

す

。

「

川

崎

地

域

を

盛

り

上

げ

た

い

」

「

若

い

人

た

ち

が

集

ま

れ

る

場

所

を

つ

く

り

た

い

」

と

い

う

想

い

に

共

感

し

て

集

ま

っ

た

メ

ン

バ

ー

ら

は

、

こ

れ

か

ら

も

自

分

た

ち

の

ペ

ー

ス

で

活

動

し

な

が

ら

地

元

に

元

気

を

届

け

続

け

ま

す

。

※お問い合わせは「かわマル」が運営している

Instagramアカウント「かわさきにあつマルシェ

(＠kawamaru284)」へ

写真：「令和３年度川崎文化祭」での集合写真

泉田泉田泉田泉田 彩彩彩彩さんさんさんさん

川崎町在住。小野寺さ

んと一緒にハンドメイ

ド作家「よこまち」と

しても活躍中。活動す

るときに大切なのは、

出会いとつながりに感

謝すること。

小野寺小野寺小野寺小野寺 純子純子純子純子さんさんさんさん

川崎町在住。発足時か

らのメンバーで、ハン

ドメイド作家「よこま

ち」としても活躍中。

みんなで楽しく話し合

うことを大事にしてい

ます。

「

川

崎

で

な

ん

か

し

た

い

ね

ー

」

と

何

気

な

い

会

話

か

ら

少

し

ず

つ

、

「

川

崎

地

域

を

盛

り

上

げ

た

い

」

「

若

い

人

た

ち

が

集

ま

れ

る

場

所

を

つ

く

り

た

い

」

と

い

う

思

い

へ

と

変

化

し

て

い

っ

た

と

話

す

の

は

、

パ

ワ

ー

ス

ト

ー

ン

ア

ク

セ

サ

リ

ー

や

編

み

物

雑

貨

な

ど

の

ハ

ン

ド

メ

イ

ド

作

家

「

よ

こ

ま

ち

」

の

小

野

寺

純

子

さ

ん

と

泉

田

彩

さ

ん

で

す

。

二

人

は

「

特

に

決

め

た

こ

と

を

す

る

の

で

は

な

く

、

ゆ

る

い

感

じ

で

何

か

し

た

い

」

と

考

え

、

そ

れ

を

具

体

的

な

形

に

す

る

た

め

、

地

元

の

一

関

市

川

崎

市

民

セ

ン

タ

ー

へ

相

談

に

行

き

ま

し

た

。

相

談

を

重

ね

な

が

ら

機

会

を

窺

う

も

の

の

、

な

か

な

か

進

展

せ

ず

半

ば

諦

め

か

け

た

と

き

、

「

令

和

３

年

度

の

川

崎

文

化

祭

で

若

者

を

集

め

た

い

の

で

出

店

し

て

み

な

い

で

す

か

？

」

と

い

う

打

診

が

同

市

民

セ

ン

タ

ー

か

ら

あ

り

、

「

こ

れ

は

絶

好

の

チ

ャ

ン

ス

！

」

と

考

え

た

二

人

は

、

「

よ

こ

ま

ち

」

と

し

て

の

出

店

を

即

決

。

さ

ら

に

、

「

地

域

を

盛

り

上

げ

て

く

れ

る

人

が

一

人

で

も

多

く

増

え

る

よ

う

に

」

と

知

り

合

い

の

ハ

ン

ド

メ

イ

ド

作

家

な

ど

へ

呼

び

か

け

た

と

こ

ろ

、

６

店

舗

が

小

野

寺

さ

ん

ら

の

思

い

に

共

感

し

、

一

緒

に

出

店

す

る

こ

と

に

。

泉

田

さ

ん

は

、

「

出

店

者

の

ほ

と

ん

ど

が

、

川

崎

在

住

の

人

、

子

ど

も

が

同

級

生

な

ど

、

川

崎

に

所

縁

の

あ

る

人

た

ち

で

驚

き

ま

し

た

。

想

い

を

言

葉

に

す

る

の

は

大

事

だ

な

と

改

め

て

実

感

し

ま

し

た

」

と

笑

顔

で

話

し

ま

す

。

令

和

３

年

11

月

、

文

化

祭

へ

の

出

店

を

き

っ

か

け

に

、

「

川

崎

に

こ

れ

だ

け

パ

ワ

ー

を

持

っ

て

い

る

人

た

ち

が

い

る

な

ら

自

分

た

ち

で

も

イ

ベ

ン

ト

が

で

き

そ

う

じ

ゃ

な

い

」

と

小

野

寺

さ

ん

と

泉

田

さ

ん

、

出

店

メ

ン

バ

ー

は

奮

起

し

、

文

化

祭

で

お

揃

い

で

付

け

て

い

た

タ

ー

バ

ン

か

ら

由

来

し

て

「

タ

ー

バ

ン

女

子

会

」

を

８

人

で

結

成

し

ま

し

た

。

「

メ

ン

バ

ー

の

ほ

と

ん

ど

が

ク

ラ

フ

ト

作

家

を

し

な

が

ら

家

事

や

育

児

を

す

る

女

性

が

中

心

だ

っ

た

た

め

、

出

来

る

範

囲

で

無

理

な

く

で

き

る

こ

と

を

心

掛

け

た

」

３４

団体

紹介

かわさきにあつマルシェかわさきにあつマルシェかわさきにあつマルシェかわさきにあつマルシェ

「川崎地域を盛り上げたい」「若い人た

ちが集まれる場所をつくりたい」という思

いからハンドメイド作家らを中心に令和３

年11月に発足し、令和４年３月に「かわさ

きにあつマルシェ(通称：かわマル)」に改

称。現在の会員は14名。

ノ

リ

と

ノ

リ

と

ノ

リ

と

ノ

リ

と

勢勢勢勢

い

と

い

と

い

と

い

と

地

元

地

元

地

元

地

元

『『『『

愛愛愛愛

』』』』

をををを

忘忘忘忘

れ

ず

に

れ

ず

に

れ

ず

に

れ

ず

に

熱

い

想

い

で

、

活

動

は

緩

く

- Photo gallery -gallery -

活

動

活

動

活

動

活

動

をををを

広広広広

め

る

た

め

に

め

る

た

め

に

め

る

た

め

に

め

る

た

め

に

情

報

発

信

に

も

力

を

入

れ

て

お

り

、

チ

ラ

シ

の

周

知

だ

け

で

は

な

く

イ

ン

ス

タ

グ

ラ

ム

も

活

用

。

出

店

者

の

紹

介

も

充

実

さ

せ

て

い

ま

す

。

第第第第

１１１１

回回回回

か

わ

マ

ル

の

か

わ

マ

ル

の

か

わ

マ

ル

の

か

わ

マ

ル

の

様

子

様

子

様

子

様

子

令

和

５

年

６

月

、

コ

ロ

ナ

禍

を

経

て

開

催

し

た

か

わ

マ

ル

。

景

品

が

貰

え

る

ス

タ

ン

プ

ラ

リ

ー

を

企

画

す

る

な

ど

、

工

夫

を

凝

ら

し

ま

し

た

。

か

わ

マ

ル

の

お

か

わ

マ

ル

の

お

か

わ

マ

ル

の

お

か

わ

マ

ル

の

お

供供供供

こ

れ

を

見

た

ら

「

か

わ

マ

ル

だ

！

」

と

思

っ

て

も

ら

え

る

よ

う

願

い

を

込

め

、

令

和

５

年

度

元

気

な

地

域

づ

く

り

事

業

で

制

作

し

た

の

ぼ

り

で

す

。

ロ

ゴ

マ

ー

ク

ロ

ゴ

マ

ー

ク

ロ

ゴ

マ

ー

ク

ロ

ゴ

マ

ー

ク

か

わ

マ

ル

メ

ン

バ

ー

が

描

か

れ

た

マ

ー

ク

。

メ

ン

バ

ー

の

一

員

で

あ

る

「

お

絵

描

き

屋

ｍ

ｉ

ｏ

．

」

さ

ん

が

デ

ザ

イ

ン

し

ま

し

た

。

Ｑ.あなたにとって「かわマル」とは？

代表代表代表代表 事務局事務局事務局事務局

かわさきにあつマルシェ

『

愛

』

を

大

切

に

自

分

た

ち

も

楽

し

む

おのでら じゅんこ いずみだ あや

Ａ.成長の場所
Ａ.出会いの場

人

と

人

と

の

つ

な

が

り

で

発

展

！？



同

自

治

会

の

高

齢

化

率

は

50

％

を

超

え

て

い

ま

す

が

、

そ

の

背

景

に

は

、

今

の

60

代

後

半

世

代

が

家

に

残

り

、

家

で

両

親

を

見

て

い

る

＝

同

居

率

が

高

い

と

い

う

地

域

性

が

あ

り

ま

す

。

そ

の

た

め

、

各

家

や

隣

近

所

の

「

支

え

合

い

」

が

し

っ

か

り

機

能

し

て

お

り

、

移

動

販

売

車

も

来

る

こ

と

な

ど

か

ら

、

「

の

ん

び

り

と

暮

ら

す

に

は

大

き

な

問

題

は

な

い

」

と

一

男

さ

ん

。

し

か

し

、

転

出

し

た

次

の

世

代

が

故

郷

に

戻

っ

て

く

る

見

込

み

を

尋

ね

る

と

「

戻

っ

て

く

る

動

機

が

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

」

と

、

首

を

横

に

振

り

ま

す

。

日

形

地

域

は

地

域

全

体

で

基

盤

整

備

が

行

わ

れ

、

平

成

25

年

に

面

工

事

が

完

了

し

、

現

在

は

担

い

手

の

方

々

が

農

地

を

耕

作

。

農

地

は

守

ら

れ

た

反

面

、

「

基

盤

整

備

の

時

に

は

活

発

に

夢

を

語

っ

た

が

、

い

ざ

仕

組

み

が

出

来

上

が

っ

た

ら

、

勤

め

に

出

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

人

に

と

っ

て

は

、

こ

れ

ま

で

の

仕

事

を

取

り

上

げ

ら

れ

た

感

じ

。

農

業

の

話

は

『

共

通

の

話

題

』

と

し

て

日

常

の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

の

一

つ

だ

っ

た

が

、

そ

れ

が

な

く

な

っ

て

し

ま

っ

た

」

と

、

予

想

外

の

現

実

に

直

面

。

「

戻

っ

て

き

て

も

役

目

が

な

い

以

上

、

次

の

世

代

が

こ

こ

に

戻

っ

て

く

る

意

味

が

何

な

の

か

分

か

ら

な

い

」

と

、

憲

行

さ

ん

は

寂

し

い

表

情

を

見

せ

、

息

子

が

残

っ

て

い

る

一

男

さ

ん

も

「

同

世

代

が

い

な

い

と

、

地

域

に

も

出

て

き

に

く

い

」

と

今

後

へ

の

不

安

を

の

ぞ

か

せ

ま

す

。

そ

う

し

た

現

状

か

ら

「

『

攻

め

』

の

事

業

は

な

い

。

『

守

り

』

の

事

業

だ

け

」

と

苦

笑

い

を

見

せ

る

二

人

で

す

が

、

同

集

落

で

は

自

治

会

発

足

前

か

ら

様

々

な

交

流

事

業

を

行

っ

て

い

ま

し

た

。

昭

和

39

年

開

催

の

東

京

オ

リ

ン

ピ

ッ

ク

を

き

っ

か

け

に

、

毎

年

10

月

10

日

に

行

っ

て

い

た

の

が

、

集

落

総

出

の

運

動

会

。

一

反

歩

程

の

田

ん

ぼ

を

会

場

に

、

万

国

旗

を

張

り

、

女

性

陣

は

赤

飯

を

作

る

な

ど

、

集

落

の

一

大

イ

ベ

ン

ト

で

し

た

(

同

日

に

「

瀬

古

利

彦

杯

」

が

行

わ

れ

る

よ

う

に

な

り

、

廃

止

)

。

そ

の

後

、

「

世

代

間

交

流

」

と

し

て

、

集

落

全

員

で

Ｂ

Ｂ

Ｑ

や

花

火

な

ど

を

行

っ

て

い

た

時

期

も

あ

り

ま

し

た

が

、

小

学

生

が

い

な

く

な

っ

た

こ

と

や

コ

ロ

ナ

禍

も

相

ま

っ

て

、

こ

こ

数

年

、

交

流

事

業

は

年

祝

い

も

兼

ね

た

新

年

会

の

み

に

。

そ

こ

で

、

今

年

は

代

替

事

業

と

し

て

「

秋

祭

り

」

を

行

う

方

向

で

検

討

し

て

い

ま

す

。

築

堤

が

最

も

遅

か

っ

た

集

落

で

あ

り

、

度

重

な

る

水

害

と

闘

い

な

が

ら

、

住

民

の

つ

な

が

り

を

強

め

て

き

た

同

集

落

。

「

こ

の

地

に

住

み

続

け

る

意

味

」

が

見

出

せ

な

い

と

い

う

現

実

に

対

し

、

か

つ

て

遊

ん

だ

遺

跡

の

記

憶

や

運

動

会

の

よ

う

に

、

「

秋

祭

り

」

が

「

共

通

の

話

題

」

「

共

通

の

思

い

出

」

と

な

っ

て

、

何

か

し

ら

の

き

っ

か

け

が

見

え

て

く

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

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

菅原菅原菅原菅原 一男一男一男一男さんさんさんさん

１期１年目(役員は通

算３巡目)。趣味は釣

りですが、目の前の北

上川ではなく「渓流釣

り」が専門とのこと。

菅原菅原菅原菅原 憲行憲行憲行憲行さんさんさんさん

1期1年目(役員は通算

３巡目)。趣味は野菜

づくりで、現在は中山

間組織の事務局も兼務

中。

中

神

集

落

内

に

あ

る

「

ど

う

じ

ゃ

森

遺

跡

」

こ

と

「

中

神

遺

跡

」

は

、

縄

文

中

期

か

ら

弥

生

前

期

に

か

け

て

の

土

器

等

が

多

数

採

集

さ

れ

た

丘

陵

で

す

。

同

遺

跡

は

私

有

地

で

あ

り

、

平

成

初

頭

に

大

規

模

な

発

掘

調

査

が

行

わ

れ

て

以

降

、

周

辺

住

民

は

立

ち

入

ら

な

く

な

り

ま

し

た

が

、

集

落

住

民

に

と

っ

て

は

「

小

さ

い

頃

み

ん

な

と

行

っ

て

、

矢

じ

り

で

弓

矢

を

作

り

遊

ん

で

い

た

」

と

、

思

い

出

深

い

場

所

に

な

っ

て

い

ま

す

。

舟

運

が

活

躍

し

た

時

代

、

川

港

と

し

て

栄

え

た

の

が

七

日

町

(

藤

沢

町

黄

海

)

で

、

そ

の

対

岸

に

位

置

す

る

中

神

集

落

は

商

売

人

も

移

り

住

み

、

か

つ

て

は

道

具

屋

や

宿

屋

も

あ

っ

た

と

か

。

橋

(

当

時

は

つ

り

橋

)

を

渡

れ

ば

す

ぐ

に

七

日

町

な

の

で

、

生

活

圏

も

日

形

側

で

は

な

く

、

黄

海

。

そ

ん

な

立

地

条

件

や

、

水

害

常

襲

地

だ

っ

た

こ

と

も

あ

り

、

「

現

在

の

よ

う

な

組

織

が

で

き

る

前

の

祖

父

母

の

時

代

か

ら

、

ま

と

ま

り

が

あ

っ

た

ら

し

い

」

と

、

自

治

会

長

の

菅

原

一

男

さ

ん

は

振

り

返

り

ま

す

。

中

神

集

落

は

一

関

市

の

合

併

の

際

、

規

約

を

改

め

て

整

備

す

る

必

要

が

あ

り

、

当

時

推

奨

さ

れ

て

い

た

規

約

例

を

参

考

に

自

治

会

化

。

た

だ

、

全

戸

で

30

戸

に

満

た

な

い

小

規

模

集

落

の

た

め

、

部

会

制

な

ど

で

は

な

く

、

６

人

の

役

員

に

よ

る

担

当

制

(

福

祉

、

体

育

、

防

災

)

に

し

ま

し

た

。

同

自

治

会

は

か

つ

て

３

班

体

制

で

し

た

が

、

築

堤

に

よ

る

移

転

な

ど

を

経

て

２

班

体

制

へ

。

今

で

も

回

覧

板

等

は

２

つ

の

経

路

で

全

戸

に

回

し

て

い

ま

す

が

、

現

在

は

「

班

」

と

い

う

明

確

な

括

り

を

無

く

し

て

い

ま

す

。

ま

た

、

以

前

ま

で

班

毎

に

役

員

を

選

出

し

て

い

た

や

り

方

も

、

家

の

並

び

で

「

こ

の

家

か

ら

こ

の

家

ま

で

」

と

６

戸

を

決

め

(

２

年

毎

の

輪

番

)

、

そ

の

中

で

各

種

役

員

を

振

り

分

け

る

形

へ

と

変

化

し

て

い

き

ま

し

た

。

自

治

会

副

会

長

の

菅

原

憲

行

さ

ん

は

「

班

が

な

い

方

が

、

以

前

よ

り

ま

と

ま

っ

て

話

を

す

る

か

も

。

輪

番

制

の

役

員

も

、

隣

近

所

同

士

だ

か

ら

や

り

や

す

い

し

、

大

変

さ

を

み

ん

な

で

分

か

ち

合

っ

て

い

る

感

じ

」

と

、

現

在

の

仕

組

み

が

同

自

治

会

に

馴

染

ん

で

い

る

様

子

を

語

り

ま

す

。

中神自治会

５６

「「「「

守守守守

る

べ

き

も

の

る

べ

き

も

の

る

べ

き

も

の

る

べ

き

も

の

」」」」

をををを

模

索

模

索

模

索

模

索

し

な

が

ら

し

な

が

ら

し

な

が

ら

し

な

が

ら

「

班

」

を

無

く

し

、

み

ん

な

で

分

か

ち

合

う

- Photo gallery -gallery -

月月月月

１１１１

回回回回

のののの

「「「「

な

ご

み

な

ご

み

な

ご

み

な

ご

み

会会会会

」」」」

自

治

会

と

は

別

組

織

で

運

営

さ

れ

る

サ

ロ

ン

は

第

３

木

曜

日

に

開

催

。

８

月

に

は

集

落

の

若

い

人

た

ち

と

一

緒

に

料

理

教

室

を

楽

し

み

ま

し

た

。

な

つ

か

し

の

な

つ

か

し

の

な

つ

か

し

の

な

つ

か

し

の

運

動

会

運

動

会

運

動

会

運

動

会

万

国

旗

の

印

象

が

強

い

と

い

う

昭

和

時

代

の

集

落

一

大

イ

ベ

ン

ト

。

仮

装

も

種

目

の

一

つ

で

「

仮

装

大

賞

」

が

あ

っ

た

と

か

(

昭

和

52

年

)

急

斜

面

急

斜

面

急

斜

面

急

斜

面

と

の

と

の

と

の

と

の

格

闘

格

闘

格

闘

格

闘

中

山

間

事

業

で

行

う

圃

場

周

辺

の

草

刈

り

は

、

か

な

り

ハ

ー

ド

。

こ

の

日

は

13

人

が

複

数

チ

ー

ム

に

分

か

れ

て

作

業

を

行

い

ま

し

た

。

様

々

様

々

様

々

様

々

なななな

出

土

品

出

土

品

出

土

品

出

土

品

「

ど

う

じ

ゃ

森

遺

跡

」

か

ら

出

土

し

た

遺

物

の

一

部

が

一

関

市

日

形

市

民

セ

ン

タ

ー

に

。

カ

ラ

フ

ル

な

矢

じ

り

や

土

偶

が

目

を

引

き

ま

す

。

地域

紹介

中神自治会中神自治会中神自治会中神自治会((((日形日形日形日形))))

行政区は日形５区。27戸約70人が暮らす。

自治会化しているが、会長、副会長、福祉担

当、体育担当(２名)、防災担当の６人が役員

として２年間、集落内外の各種役割を担う体

制。

「

農

業

」

は

「

共

通

の

話

題

」

「

そ

こ

に

暮

ら

す

意

味

」

次

の

一

歩

を

踏

み

出

す

た

め

に

すがわら かずお すがわら のりゆき

Ａ.和 Ａ.いざというときまとまる

左の写真：中山間事業の草刈り後の集合写真(令和６年

９月)

副会長副会長副会長副会長

花泉

！？



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68686868話話話話

今月のテーマ

本当に本当に本当に本当に‘‘‘‘守らなければいけないこと守らなければいけないこと守らなければいけないこと守らなければいけないこと’’’’は何かは何かは何かは何か？？？？

８

地域運営の落とし穴 52
「多様性」「個人情報」意味を正しく理解する

「多様性」という言葉を使って都合よく自分の権利を主張する人がいて、「使い方が違うのでは？」と気にな

ることもしばしば。多様性と謳ってしまえば何でも許されるようなきらいがありますが、社会で「多様性」とい

う言葉が採用された‘そもそもの背景’があるはずです。それを知らずに言葉だけを切り取って、自分にとって

都合よく使い始めているのではないでしょうか？

多様性の尊重とは、‘異なる文化、信仰、人種、性別、性的指向、年齢、身体的能力、経済的背景など、人々

が持つさまざまな側面を認識し、尊重すること’です。この‘多様性の尊重’が社会や組織においてアイディア

や革新をもたらすため、大事な考え方とされています。協働に似ていて、我々がよく使う表現をすると‘‘‘‘強強強強みのみのみのみの

掛掛掛掛けけけけ算算算算’’’’でしょうか。異なる人を受け止めることは含まれていますが、個人の権利を主張するための考え方では

ありませんね。

では、地域づくり分野、地域での暮らしに寄り添って考えてみましょう。総務省では、地域における多文化共

生を「国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域

社会の構成員として共に生きていくこと※」と定義しています。「好き・嫌い」「価値観」など個人によって相

違があるのは当然のことであり、それを多様性という一言で片づけるのではなく、‘地域社会の構成員として一

緒にいろいろな考え方を共有しながら、困ったことがあったら助け合うこと’が前提になっているようです。や

はり、個人の権利を主張するための考え方ではありませんね。

このような事例は、多様性だけではなく、今でも話題になる「個人情報保護法」も同じことが言えるのではな

いかと感じます。「個人情報保護法」ができてからというもの、「名前を教えるのも個人情報なので」と言われ

ることが多くなり、地域では住民把握に困ってコミュニケーションの希薄化を加速させました。同法は、イン

ターネットの普及により個人の利益侵害の危険性が高まったことにより整備され、‘個人情報の悪用から守るた

めという背景’があり、地域住民とのコミュニケーションを避けるための法律ではありません。「コミュニケー

ションを取りたくないから」という理由から、「個人情報」という言葉を切り取って権利を主張するのは、どこ

かおかしい気がします。拒否する人からすると、悪用されるかもしれないという恐怖心があるのかもしれません

が、今は「使用目的」や「目的外使用の禁止」は、自治会レベルでも留意しています。

‘‘‘‘法律法律法律法律やややや制度制度制度制度をををを盾盾盾盾にすればにすればにすればにすれば自分自分自分自分にとってにとってにとってにとって都合都合都合都合がががが悪悪悪悪いことはいことはいことはいことは回避回避回避回避できるできるできるできる’’’’とととと捉捉捉捉えているえているえているえている人人人人がいるかもしれませんがいるかもしれませんがいるかもしれませんがいるかもしれません

がががが、、、、それはそれはそれはそれは間違間違間違間違いですいですいですいです。。。。

普段の生活が平穏に送れるのであれば、地域との関わりを遮断しても困ることはないのでしょう。しかし、有有有有

事事事事のののの際際際際にににに「「「「助助助助けてほしいけてほしいけてほしいけてほしい」」」」とととと思思思思ってもってもってもっても、、、、関係関係関係関係がががが構築構築構築構築されていないようではされていないようではされていないようではされていないようでは助助助助けられませんけられませんけられませんけられません。。。。困困困困ったったったった時時時時にににに支支支支ええええ合合合合うううう

ためためためため、、、、自分自分自分自分やややや家族家族家族家族をををを守守守守るためにもるためにもるためにもるためにも、、、、住民同士住民同士住民同士住民同士のコミュニケーションはのコミュニケーションはのコミュニケーションはのコミュニケーションは大事大事大事大事なのです。

中野民区(一関市山目)の見守り事
業では、個人宅が分からない民生委
員が、区長と班長に同行してもらいな
がら訪問していました。地域の安全の
ために地区内の高齢者宅を訪問し、
地道にコミュニケーションを築いている
地域も多いようです。

※ 総務省「多文化共生の推進に関する研究会報告書～地域における多文化共生の推進に向けて～(平成18年３月)」

より

このことを知ってもらうため、「住民意識の向上を目的とした市民講座を

開催しよう」となるのが一般的ですが、市民講座では参加する人が限られて

しまいます。先にすべきことは、個人情報保護法や多様性などの言葉言葉言葉言葉のののの壁壁壁壁にににに

直面直面直面直面しているしているしているしている自治会役員自治会役員自治会役員自治会役員やややや地域協働体地域協働体地域協働体地域協働体(RMO(RMO(RMO(RMO))))役員役員役員役員などなどなどなど、、、、‘‘‘‘現場現場現場現場のののの人人人人たちへたちへたちへたちへ向向向向けけけけ

てててて研修研修研修研修やややや講話講話講話講話をををを行行行行いいいい理解理解理解理解をををを促促促促すことすことすことすこと’’’’ではないでしょうか。特に輪番制が主

になってきている役員では、「『知識や経験がないから』と役を受けること

に抵抗がある人もいる」と聞きますし、あるワークショップにて「役員は、

業務内容よりも、住民との向き合い方のフォローアップの方が優先順位が高

い」という声も聞きました。

役員役員役員役員クラスがクラスがクラスがクラスが言葉言葉言葉言葉のののの正正正正しいしいしいしい意味意味意味意味をををを理解理解理解理解しししし、例えば住民から「個人情報です

から教えられません」と言われても、正正正正しくしくしくしく対応対応対応対応できるできるできるできる状態状態状態状態をつくるをつくるをつくるをつくることが、

役員の負担軽減の一助となるはずです。

「

金

の

卵

世

代

(

団

塊

の

世

代

)

で

あ

る

父

は

一

関

市

出

身

で

、

若

く

し

て

関

東

に

起

業

(

昭

和

37

年

)

し

ま

し

た

。

高

度

経

済

成

長

期

も

相

ま

っ

て

、

集

団

就

職

や

農

閑

期

の

出

稼

ぎ

な

ど

の

労

働

力

は

貴

重

な

存

在

で

あ

り

、

『

地

元

の

人

が

関

東

で

起

業

し

た

』

と

い

う

こ

と

を

知

っ

た

同

郷

者

が

、

父

を

頼

り

に

上

京

し

た

と

聞

い

て

い

ま

す

」

と

語

る

の

は

、

有

限

会

社

光

成

工

業

の

代

表

取

締

役

(

二

代

目

)

村

上

耕

一

さ

ん

で

す

。

村

上

さ

ん

の

父

は

一

関

市

か

ら

の

出

稼

ぎ

者

を

受

け

入

れ

る

中

で

、

「

地

元

に

同

じ

よ

う

な

工

場

が

あ

れ

ば

働

き

た

い

か

？

」

と

従

業

員

に

問

い

か

け

た

と

こ

ろ

、

「

地

元

で

働

け

る

の

な

ら

ば

、

な

お

嬉

し

い

。

故

郷

に

も

こ

う

い

う

工

場

が

あ

れ

ば

い

い

な

」

と

の

反

応

が

あ

り

、

そ

の

声

を

受

け

た

形

で

Ｕ

タ

ー

ン

。

昭

和

48

年

に

プ

レ

ス

加

工

を

主

体

と

す

る

工

場

を

平

泉

町

に

設

立

、

昭

和

50

年

に

本

社

と

し

ま

す

。

昭

和

63

年

、

一

関

市

萩

荘

(

現

住

所

)

に

本

社

工

場

を

移

転

す

る

と

、

そ

れ

ま

で

培

っ

て

き

た

金

属

加

工

や

溶

接

の

技

術

を

活

か

し

、

当

時

流

行

し

た

カ

ラ

オ

ケ

ボ

ッ

ク

ス

の

国

内

唯

一

製

造

も

手

掛

け

全

国

に

流

通

を

開

始

、

以

後

ハ

ウ

ス

事

業

部

を

設

け

、

各

メ

ー

カ

ー

に

対

応

し

た

ユ

ニ

ッ

ト

ハ

ウ

ス

の

製

造

に

も

着

手

し

ま

す

。

現

在

の

従

業

員

数

は

約

１

０

０

人

で

、

平

均

年

齢

は

40

代

前

半

。

中

に

は

親

子

二

代

に

渡

っ

て

従

事

し

て

い

る

人

も

い

て

、

技

術

の

継

承

だ

け

で

は

な

く

、

先

代

の

「

地

元

に

働

く

場

を

」

と

い

う

意

思

も

一

緒

に

受

け

継

が

れ

て

い

ま

す

。

同

社

は

、

普

段

の

仕

事

(

＝

生

産

活

動

)

の

ほ

か

に

、

従

業

員

有

志

ら

で

組

織

す

る

「

グ

ル

ー

プ

活

動

」

が

あ

り

、

入

社

半

年

を

経

過

す

る

と

誰

で

も

参

加

す

る

こ

と

が

可

能

で

す

。

グ

ル

ー

プ

活

動

の

テ

ー

マ

は

、

「

安

全

衛

生

」

「

環

境

整

備

」

「

親

睦

」

「

も

の

づ

く

り

」

「

ブ

ラ

ン

デ

ィ

ン

グ

」

の

５

つ

。

チ

ャ

レ

ン

ジ

し

た

い

事

な

ど

が

あ

れ

ば

各

グ

ル

ー

プ

の

検

討

会

議

を

経

て

、

そ

の

計

画

を

社

内

で

諮

り

、

同

社

の

補

助

を

受

け

事

業

を

展

開

す

る

こ

と

が

で

き

ま

す

。

「

グ

ル

ー

プ

活

動

の

企

画

や

運

営

な

ど

で

、

チ

ー

ム

を

作

っ

た

り

成

功

体

験

を

積

む

こ

と

は

、

結

果

と

し

て

生

産

活

動

の

充

実

に

も

つ

な

が

る

」

と

村

上

さ

ん

は

考

え

て

お

り

、

「

生

産

活

動

を

『

縦

の

糸

』

と

す

る

な

ら

ば

、

グ

ル

ー

プ

活

動

は

『

横

の

糸

』

。

従

業

員

同

士

の

コ

ミ

ュ

ニ

ケ

ー

シ

ョ

ン

が

強

化

さ

れ

る

こ

と

で

、

社

内

全

体

に

大

き

な

成

果

を

も

た

ら

し

て

い

ま

す

」

と

語

り

ま

す

。

ま

た

、

同

社

で

は

、

「

未

来

を

担

う

子

ど

も

た

ち

が

モ

ノ

づ

く

り

を

知

る

き

っ

か

け

に

な

り

た

い

」

と

い

う

想

い

か

ら

、

市

内

中

学

校

へ

の

出

前

授

業

や

小

・

中

・

高

校

生

を

対

象

と

し

た

工

場

見

学

の

受

け

入

れ

、

子

ど

も

溶

接

教

室

な

ど

も

開

催

し

て

い

ま

す

。

今

後

に

つ

い

て

、

「

一

関

市

外

の

若

者

も

採

用

し

た

り

、

こ

の

地

域

に

住

み

続

け

る

人

を

増

や

し

た

い

で

す

。

一

度

、

市

外

や

県

外

に

進

学

し

た

地

元

の

若

者

た

ち

が

、

戻

っ

て

来

た

く

な

る

よ

う

な

雇

用

の

場

を

作

っ

て

い

き

た

い

で

す

ね

」

と

語

る

村

上

さ

ん

。

次

世

代

の

明

る

い

未

来

に

繋

げ

る

た

め

、

地

元

の

雇

用

を

守

り

継

い

で

い

き

ま

す

。

一関

７

企業

紹介
効率よく物を運搬・保管するためのパレット(倉庫用、災害復興関連、自動車関

連等)を中心に製造を行う。金属・板金加工、溶接、塗装、組立まで一貫した生

産が可能。昭和48年、初代代表取締役が「有限会社鈴忠(神奈川県横浜市)」の

岩手工場(プレス加工部門)を平泉町内に設立、昭和50年に岩手工場を本社とし

て「有限会社東北機工」へ社名を変更、同社の前身となる。昭和54年、社名を

現在の「有限会社光成工業」へ変更したのち、市内や隣町に工場を増設、地

元企業として安定した雇用を生み出す。

「「「「縦縦縦縦のののの糸糸糸糸」」」」とととと「「「「横横横横のののの糸糸糸糸」」」」でででで人材育成人材育成人材育成人材育成

故

郷

を

思

い

「

地

元

で

働

く

場

」

が

誕

生

１

ハウス事業部によるユニット

ハウスの組立。

DATA

〒 021-0902

一関市萩荘字霜後241

TEL 0191-24-3211

FAX 0191-24-3335

HP http://www.kohsei-l.co.jp

自社製造のボックスパレット

や棚。

代表取締役の村上耕一さん。

地域企業の理念にせまります。

環

境

を

充

実

さ

せ

人

と

人

の

繫

が

り

を

強

化

２

３

有限会社 光成工業



背景非表示中

そ

の

土

地

の

人

々

の

間

で

唄

い

伝

え

ら

れ

た

唄

は

、

里

謡

・

地

唄

・

俚

歌

・

俚

曲

な

ど

様

々

な

形

で

文

献

等

に

記

載

さ

れ

ま

す

が

、

正

確

に

は

「「「「

俚

謡

俚

謡

俚

謡

俚

謡

」」」」

と

呼

ば

れ

、

地

方

か

ら

人

々

の

集

ま

る

都

市

部

で

唄

わ

れ

る

、

都

歌

・

今

様

・

俗

謡

な

ど

に

対

し

て

、

特

に

田

舎

の

狭

い

地

域

で

口

伝

さ

れ

、

そ

の

土

地

の

風

土

や

生

活

感

が

伝

わ

る

歌

詞

が

特

徴

で

す

。

「

俚

謡

」

の

種

類

と

し

て

は

、

田

植

田

植

田

植

田

植

唄唄唄唄

・・・・

籾

摺

唄

籾

摺

唄

籾

摺

唄

籾

摺

唄

・・・・

餅餅餅餅

つ

き

つ

き

つ

き

つ

き

唄唄唄唄

・・・・

酒

屋

唄

酒

屋

唄

酒

屋

唄

酒

屋

唄

・・・・

茶茶茶茶

作作作作

りりりり

唄唄唄唄

・・・・

奉

納

唄

奉

納

唄

奉

納

唄

奉

納

唄

・・・・

祝祝祝祝

いいいい

唄唄唄唄

な

ど

が

あ

り

ま

す

が

、

そ

の

唄

は

「

誰

が

つ

く

り

、

い

つ

ご

ろ

か

ら

広

ま

っ

た

の

か

」

に

つ

い

て

は

不

明

点

も

多

く

あ

り

ま

す

。

ま

た

、

同

じ

地

域

内

に

お

い

て

も

、

唄

う

人

や

集

落

に

よ

っ

て

節

回

し

や

歌

詞

が

微

妙

に

異

な

る

も

の

が

多

い

の

も

「

俚

謡

」

の

特

徴

で

す

。明

治

中

期

に

は

民

俗

学

的

に

「

民

謡

」

と

い

う

新

語

で

訳

さ

れ

、

大

正

時

代

以

降

「

民

謡

」

と

い

う

呼

び

方

が

普

及

し

て

い

き

ま

す

が

、

戦

前

は

ま

だ

「「「「

民

謡

民

謡

民

謡

民

謡

」」」」

よ

り

よ

り

よ

り

よ

り

もももも

「「「「

俚

謡

俚

謡

俚

謡

俚

謡

」」」」

とととと

呼呼呼呼

ぶ

の

が

ぶ

の

が

ぶ

の

が

ぶ

の

が

一

般

的

一

般

的

一

般

的

一

般

的

で

し

た

。戦

後

か

ら

は

、

里

謡

・

俚

謡

・

里

唄

と

い

う

言

葉

が

田

舎

を

連

想

さ

せ

「

差

別

的

に

感

じ

さ

せ

る

」

と

い

う

理

由

で

放

送

関

係

で

は

「

民

謡

」

と

表

現

す

る

よ

う

に

な

り

、

地

方

で

も

「

俚

謡

」

と

呼

ぶ

人

が

少

な

く

な

っ

て

い

き

ま

し

た

。

現

在

は

、

全

国

的

に

俚

謡

の

こ

と

を

「

民

謡

」

と

総

称

し

て

い

ま

す

。

市

内

各

地

域

の

文

献

を

も

と

に

、

古

く

か

ら

伝

わ

る

「

唄

」

が

何

か

を

探

る

と

、

地

固

地

固

地

固

地

固

めめめめ

唄唄唄唄

・・・・

麥

打

麥

打

麥

打

麥

打

ちちちち

唄唄唄唄

・・・・

田

植

唄

田

植

唄

田

植

唄

田

植

唄

・・・・

馬

方

馬

方

馬

方

馬

方

節節節節

・・・・

餅餅餅餅

つ

き

つ

き

つ

き

つ

き

唄唄唄唄

な

ど

様

々

な

種

類

が

あ

る

こ

と

が

わ

か

り

ま

し

た

が

、

時

代

と

と

も

に

唄

う

人

が

少

な

く

な

っ

た

よ

う

で

す

。

そ

こ

で

、

市

内

の

20

～

90

代

の

男

女

47

名

を

対

象

に

、

地

域

や

集

落

に

継

承

さ

れ

て

い

る

「

唄

」

が

あ

る

か

ど

う

か

ヒ

ア

リ

ン

グ

調

査

を

し

た

と

こ

ろ

、

「

餅

つ

き

唄

が

あ

る

」

「

餅

つ

き

唄

の

歌

詞

を

知

っ

て

い

る

」

と

答

え

た

人

が

そ

れ

ぞ

れ

23

名

と

、

約

半

数

約

半

数

約

半

数

約

半

数

のののの

人人人人

がががが

「「「「

餅餅餅餅

つ

き

つ

き

つ

き

つ

き

唄唄唄唄

」」」」

をををを

認認認認

知知知知

し

て

い

る

し

て

い

る

し

て

い

る

し

て

い

る

こ

と

が

わ
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センターの

自由研究

地域の‘気になること’をセンタースタッフが独自に調査！

ミッショミッショミッショミッションンンン

90909090

その土地の風土や生活を連想させる「俚謡(里謡)」は、婚礼等で唄われる「祝い

唄」や、木挽きや酒造り等で唄われる「労働唄」など、古くから庶民の間で口伝され

てきました。近年はあまり耳にしない「俚謡」ですが、もち食文化が残る当市域では、

餅つきをする際に「餅つき唄」を唄うため、現代でも「俚謡」が継承されています。

先人がどんな思いを込めて「餅つき唄」を唄ってきたのか、その歌詞には地域性があ

るのか調査してみました。※記載内容はあくまでも当センター独自調査の結果です。

９

当センターがヒアリング調査した結果、市内で継承されてきた「餅つ

き唄」は大きく分けて、『南部餅南部餅南部餅南部餅つきつきつきつき唄唄唄唄』』』』『『『『県南餅県南餅県南餅県南餅つきつきつきつき唄唄唄唄』『』『』『』『気仙気仙気仙気仙

坂坂坂坂』』』』からからからから生生生生じたじたじたじた餅餅餅餅つきつきつきつき唄唄唄唄((((旧東磐井旧東磐井旧東磐井旧東磐井をををを中心中心中心中心にににに継承継承継承継承))))の３３３３種類種類種類種類に分かれる

ようです。その中でも、旧東磐井旧東磐井旧東磐井旧東磐井でででで伝伝伝伝わるわるわるわる餅餅餅餅つきつきつきつき唄唄唄唄には特徴的な歌詞

があり、深掘りしてみました。※地域の方言により歌詞に若干の違いがあります。

一関市内で唄われる

「餅つき唄」の特徴

くらし調査
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2023年11月
開催の収穫感謝
の会の様子(提
供：一関市立黄
海小学校より)

〈協力〉祝い餅つき振舞隊(一関)／要害平餅つき隊(花泉町)／東山郷福餅つき隊(大東町)／

入山沢餅つき隊(千厩町)／黄海民謡舞踊愛好会(藤沢町)／後藤定幸さん(花泉町)／伊藤力さ

ん(川崎町)／藤原利彦さん(室根町)／佐川公郎さん(藤沢町)／その他 市内のみなさん

※参考文献等は当センターホームページに記載しています。ご了承ください。

「俚謡(餅つき唄)」

継

承

し

て

い

る

餅

つ

き

唄

▲東日本大震災後、支援
として出前餅つきを実
施する「東山郷福餅つき
隊」の様子

黄

海

民

謡

舞

踊

愛

好

会

黄海民謡舞踊愛好会

代表 佐川公郎さんに取材！

佐川さん(96歳)によれば、歌

詞に出てくる「七日町」について、「かつて北上

川を利用した舟運の舟着場があった七日町は、石

巻(市・港)から来る人や物で賑わいを見せ、沿岸

部からお嫁に来る人も多かった。その方々の迎入

れや思い出話が歌詞として残ったのではない

か？」と予想します。

また、黄海村(当時)に着いた物資や人が室根や

大東を通り、本吉や陸前高田方面にも運ばれてい

たことから、「「「「起点起点起点起点であったであったであったであった『『『『黄海黄海黄海黄海のののの宿宿宿宿    七日七日七日七日

町町町町』』』』がががが道中唄道中唄道中唄道中唄となりとなりとなりとなり、、、、それがそれがそれがそれが広広広広がってがってがってがって祝祝祝祝いいいい唄唄唄唄としとしとしとし

てててて餅餅餅餅つきつきつきつき唄唄唄唄にもにもにもにも出出出出てくるのではないかてくるのではないかてくるのではないかてくるのではないか？？？？」」」」とのこ

とでした。

さらに、婚礼で行われる餅つきに関して、旧東

磐井郡で継承される「餅つき唄」には全体を通し

たストーリー性はほぼ無く、あちこちの民謡や、

祝事の連想から「縁起の良さそうな言葉を集めて

いるような感じなのでは？」と続け、地域や集落、

またはそのときの雰囲気で、餅つき唄も変化(ア

レンジ)しているのでは？」と佐川さん。「昔の

婚礼は喜びを集落や家全体で分かち合うことが前

提。たとえ歌詞を間違えてもにこやかに流して唄

い、餅をついたものだ」と懐かしみます。

藤沢町黄海には七日町という集落があるため、「旧東磐井郡で継承されている餅つき唄の
ヒントが黄海にあるのでは？」と考え、餅つき唄を調査していくと……

▲節は、民謡の『気仙坂』から生じたもので、かつて気仙大
工が唄っていた木遣り(きやり)唄(＝労働唄)の一種が変化
したのではないかと推測。嫁入り行列を迎える喜びと、その
後の子孫繁栄を願う歌詞には方言を交えています。

同じ旧東磐井郡内なのに歌詞が違うことが判明

※

歌
詞は
「東山郷福餅
つき隊(

当誌
２０２４年
７月号参
照)

」より。

神仏に奉納するために詠んだ和歌
旅をする者が物を運ぶとき、歩きながら
唄う

人々がなにか行動をおこすとき、その成功とその過程
における身の安全などを願って神々に祈る際に捧げる

労働唄

道唄

奉納唄

お念仏

祝い唄

道中唄

田植唄

臼ひき唄
などなど……

盆踊り唄 歌って踊りながら念仏を唱えた「踊り念仏」が由来
とされている(諸説あり)

仏の姿や徳を思い浮かべたり、仏の名を唱えたりする

馬子唄(節)
追分

漁師唄

俚謡

餅つきをする臼と杵の形はそれ
ぞれ女性と男性を表し、子孫繁
栄、家の繁栄の象徴として、各
家庭で大切にされてきました。

臼と杵の縁起

が

市内で継承される

餅つき唄
祝い餅つき
振舞隊

東山郷
福餅つき隊

黄海
民謡舞踊
愛好会

その他の餅つき唄はHPから聴けます！その他の餅つき唄はHPから聴けます！
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実際、「当時は七日町に多くの宿や酒場があり、賑わい
を見せていた」と文献にも掲載されており、沿岸部の人々
との交流など、展開される泣きも喜びも人間模様が想像
できますね。そんな物語が山越えをしながら口伝され、い
つしか子孫繁栄を意味する唄となり「餅つき唄」に変化し
たのかもしれません。
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