
いちのせき市民活動センターでは、
コミュニケーションアプリ「LINE」の「トー
ク」機能内で使用できるオリジナルスタ
ンプを販売中です(全２種)。LINE内の
スタンプショップまたはLINE STOREか
ら購入可能です。二次元
コードまたはURLから販売
サイトへアクセスできます。
詳しくは下記まで。

１｜二言三言｜ フォトグラファー 遠藤凌平さん (前編)

３｜団体紹介｜ 一関まちづくりの会

５｜地域紹介｜ 大木自治会 （東山）

７｜企業紹介｜ くまがい接骨院 （千厩）

８｜博識杜のフクロウ博士｜ 地域運営の落とし穴55 地域コミュニティは、消滅する？

９｜センターの自由研究｜ 仕事の流儀ファイル№６ 「馬喰」

今月の表紙

祈雨や止雨のため生きた馬を献上し、神々の乗り物として奉納され

たと云われる「神馬」。一関市厳美町本寺地区の「駒形根神社」には、

黒く彩色された神馬の像があり、地元では馬の神様(通称：オシンメサ

マ、オズメサマ)として信仰されています。古来より「馬」は人々の生活

と深い繋がりを持ち、大きな役割を果たしてきました(自由研究)。

ニュースレター「イデア」

ＮＰＯ・地域・企業・行政の情報発信により、

「アイデア」 と 「であい」 の機会を創ります。
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ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
「
イ
デ
ア
」 おしらせ

まちの写真展 スタッフがまちの１コマを切り取ります。

作品名 「茅を刈る」

旧町村別の人口動態等を共有します。

11
月
下
旬
の
茅
刈
の
様

子
。
２
０
２
４
年
７
月
～
８

月
発
行
の
本
誌
「
自
由
研
究

『
茅
葺
屋
根
の
葺
き
替
え
』
」

で
お
世
話
に
な
っ
た
職
人
に

声
を
か
け
て
い
た
だ
き
、
作

業
現
場
に
お
邪
魔
し
ま
し
た
。

茅
葺
の
葺
き
替
え
が
難
し
い

昨
今
、
茅
刈
な
ど
の
お
手
伝

い
を
募
集
し
て
い
る
そ
う
で

す
。
詳
し
く
は
当
セ
ン
タ
ー
へ
。

大東町曽慶の「手まりの会」が主催
する「そげいのひなまつり」は、今年で
第11回目を迎えます。一針一針想い
を込めて縫い上げた吊るし雛飾りや干
支のぬいぐるみなど100点以上を展示
するほか、手作り小物の販売も行いま
す。期間中、結いネットそげいとの協賛
事業として、地域づくり講演会も開催し
ます。詳しくは下記まで。

「一関まちづくりの会」
Instagram更新中！

情報
第11回

そげいのひなまつり

イベ
ント 藤沢・長徳寺

令和７年度蘇民祭のお知らせ

情報

募集
いちのせき市民活動センター

オリジナル「LINEスタンプ」

情報

人口 前月比 世帯数 前月比

一関 53221 -69 24611 -20

花泉 11567 -22 4664 6

川崎 3134 -13 1257 -4

千厩 9483 -8 4078 -3

大東 11374 -35 4821 -9

東山 5655 -24 2262 -1

室根 4230 -5 1806 -2

藤沢 6846 -31 2788 0

一関市全体 前月比

人口 105510 -207

世帯数 46287 -33

出生数 20 -11

2025年１月１日付
(2024年12月31日現在
住民基本台帳より)
※外国人登録者含む

教育旅行等の「民泊」
受入れ家庭募集！

受入人数：３名程度/１泊が基本
体験：各家庭で、農作業や家の作業等を手

 伝って過ごします。
謝礼：宿泊体験にかかる体験料(食事費

  用含む)を支払います。
問合：０１９１-８２-３１１１
(一般社団法人いちのせきニューツーリ
ズム)

本誌「団体紹介」で紹介した「一関ま
ちづくりの会」はInstagramを活用し、イ
ベント出演の様子や一関市内のスポッ
ト紹介などを発信しています。詳しくは
二次元コードを読み込むか下記まで。

URL： https://store.line.me/home/ja
※「LINE STORE」内で「里山自治会の仲
間たち」で検索すると表示されます。
問合：０１９１-２６-６４００

(いちのせき市民活動センター)

「岩手の蘇民祭」の１つ、「長徳寺蘇
民祭」を下記日程で開催します。昨年
同様、柴燈木登り及び袋ねじりを行い、
今年は改修工事を終えた不動堂の落
成式と新築祈願及び本堂でのつるし
飾り展示も行います。詳しくは下記まで。

開催日時：２０２５年３月２日（日）
〈不動堂祈願〉 １０時(受付開始は８時～)

 ※事前予約は不要
〈つるし飾り展示〉 ８時～１２時
料金：参拝料無料
場所：時宗 不退山 長徳寺

(藤沢町保呂羽字宇和田１８)
問合：０１９１-６３-３９８８

(長徳寺蘇民祭保存協力会)

ユーザーネーム：＠itp_２０２２０５０１
※Instagram内で「一関まちづくりの会」で検
索しても上位に出てきます。
問合:Instagram(＠itp_２０２２０５０１)から
お問合せください

開催日：２０２５年
 ２月２８日(金)～３月３日(月)

時間：９時～１５時
場所：大東曽慶地区センター

(大東町曽慶神蔭３２-１)
問合：０１９１-７５-２２４４

(一関市曽慶市民センター)
≪地域づくり講演会≫
日時：３月１日(土) １４時～
講師：東北弁落語家 六華亭遊花氏

地域資源を活かした、教育旅行及
び着地化型観光による交流人口の拡
大等に取り組む「 (一社 )いちのせき
ニューツーリズム」では、修学旅行や
体験学習などで他県から訪れる子ど
もたち(中学生・高校生)の「民泊」受入
れに協力してくれる家庭(体験要素が
あれば農家でなくても可)を募集してい
ます。詳しくは下記まで。

いちのせき市民活動センター

LINEアカウントのご案内

情報

問合：０１９１-２６-６４００
(いちのせき市民活動センター)

HP：https://www.center-i.org/
※講座やイベントの情報はホームページ
からもご覧いただけます。

いちのせき市民活動センターが行う
講座やイベント情報などを、コミュニ
ケーションアプリ「LINE」で随時配信して
います。下記二次元コードを読み取る
と、友だち登録画面が表示されます。
どなたでもお気軽にご登録
いただけます。※登録・利
用料は無料です。



地域の「気になる人」を対談でご紹介

第１２６回

一
般
的
に
「
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ァ
ー
」
と
は
、
広
告
写
真
や
報
道
写
真
、
記
念
写
真
な
ど
、
様
々

な
分
野
の
写
真
を
撮
る
職
業
を
指
し
ま
す
。
市
内
で
写
真
撮
影
を
生
業
と
す
る
企
業
や
個
人
が
多

い
中
で
も
、
各
地
の
写
真
教
室
で
講
師
を
務
め
る
な
ど
露
出
が
あ
り
、
地
域
か
ら
特
に
親
し
ま
れ

て
い
る
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ァ
ー
の
遠
藤
さ
ん
。
活
動
を
始
め
た
背
景
を
聞
い
て
い
く
と
、
海
外
を
通

し
て
気
づ
い
た
地
元
へ
の
強
い
想
い
が
あ
り
ま
し
た(

２
回
シ
リ
ー
ズ
の
前
編)

。

1

小
野
寺

フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ァ
ー
の
仕

事
だ
け
で
な
く
、
市
内
や
県
外
で
写

真
教
室
の
講
師
と
し
て
も
活
動
さ
れ

て
い
ま
す
よ
ね
。
昨
年
担
当
し
た
講

座
や
、
講
師
を
始
め
た
き
っ
か
け
を

聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

遠
藤

昨
年
は
、
一
関
市
立
藤
沢
図

書
館
の
「
か
ん
た
ん
★
ワ
ク
ワ
ク 

イ
ン
ス
タ
講
座
」
、
一
関
市
室
根
市

民
セ
ン
タ
ー
主
催
の
「
初
心
者
カ
メ

ラ
教
室
」
「
ス
マ
ホ
カ
メ
ラ
教
室
」
、

Ｊ
Ｒ
東
日
本
大
人
の
休
日
倶
楽
部
が

主
催
す
る
「
ス
マ
ホ
で
楽
し
む
写
真

の
世
界
講
座
」
の
講
師
を
担
当
し
ま

し
た
。
令
和
４
年
、
企
画
展
を
開
催

し
て
い
た
と
き
、
室
根
市
民
セ
ン

タ
ー
の
職
員
さ
ん
が
観
に
来
て
く
だ

さ
っ
て
「
写
真
教
室
の
講
師
を
や
っ

て
み
ま
せ
ん
か
？
」
と
お
誘
い
く
だ

さ
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
ね
。

フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ァ
ー
と
し
て
は
、
令

和
３
年
に
「
町
を
あ
る
く 

Ｈ
Ｉ
Ｇ

Ａ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｙ
Ａ
Ｍ
Ａ

Ｍ
Ａ
Ｐ
」
の

写
真
撮
影
を
担
当(
一
部
を
除
く)

し

た
こ
と
が
最
初
の
仕
事
で
す
ね
。

小
野
寺

市
内
で
「
フ
ォ
ト
グ
ラ

フ
ァ
ー
」
と
い
う
肩
書
を
あ
ま
り
見

か
け
ま
せ
ん
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
仕
事
で
し
ょ
う
か
？

遠
藤

肩
書
は
何
で
も
良
か
っ
た
の

で
す
が
、
写
真
を
通
し
て
伝
え
る
全

て
の
役
割
を
担
い
た
い
と
い
う
想
い

か
ら
「
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ァ
ー
」
と
し

て
い
ま
す
。
お
客
様
に
は
「
写
真
だ

け
が
必
要
な
方
」
と
、
「
写
真
を
ど

う
や
っ
て
外
に
発
信
し
て
い
く
か
ま

で
を
求
め
て
い
る
方
」
が
い
ま
す
。

自
分
は
地
元
で
活
動
し
て
い
る
こ
と

も
あ
っ
て
、
地
元
の
力
に
な
り
た
い

気
持
ち
が
強
く
、
写
真
を
使
う
と
こ

ろ
ま
で
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
よ
う
、
デ

ザ
イ
ン
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
制
作
、
広

報
戦
略
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
も
お
手

伝
い
し
て
い
ま
す
。
様
々
な
タ
イ
プ

の
フ
ォ
ト
グ
ラ
フ
ァ
ー
が
い
ま
す
が
、

こ
の
姿
勢
は
珍
し
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

小
野
寺

ほ
か
の
写
真
屋
さ
ん
と
は

違
っ
た
視
点
で
地
域
を
支
え
て
い
る

ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
で
、
フ
ォ
ト
グ

ラ
フ
ァ
ー
と
し
て
活
動
を
始
め
た
の

は
、
つ
い
最
近
だ
と
か…

…

？

遠
藤

は
い
、
数
年
前
ま
で
カ
メ
ラ

の
使
い
方
も
分
か
ら
な
か
っ
た
ド
素

人
な
ん
で
す
。
地
元
で
の
活
動
１
年

目
く
ら
い
は
、
ス
マ
ホ
カ
メ
ラ
で
市

内
の
色
ん
な
も
の
を
撮
り
、
記
事
を

書
い
て
ネ
ッ
ト
上
に
発
信
し
て
い
ま

し
た
。
何
も
手
に
職
を
つ
け
な
い
ま

ま
仕
事
を
辞
め
て
、
勝
手
に
地
元
に

帰
っ
て
き
て
、
勝
手
に
活
動
を
始
め

た
感
じ
で
す
。
写
真
に
つ
い
て
の
ノ

ウ
ハ
ウ
は
宮
城
県
気
仙
沼
市
在
住
の

プ
ロ
に
教
え
て
も
ら
い
、
そ
の
他
は

独
学
で
、
現
在
の
活
動
に
繋
が
っ
て

い
ま
す
。

小
野
寺

写
真
家
と
い
う
よ
り
も
新

聞
記
者
の
発
信
方
法
に
似
て
い
ま
す

ね
。
地
元
を
出
て
か
ら
現
在
ま
で
、

ど
の
よ
う
な
経
緯
が
？

遠
藤

高
校
か
ら
大
学
は
駅
伝
一
筋

で
、
一
関
外
へ
出
て
い
た
期
間
は
約

８
年
く
ら
い
で
す
。
高
校
ま
で
は
地

元
と
の
繋
が
り
が
薄
か
っ
た
の
で
す

が
、
大
学
で
都
会
に
出
て
競
争
の
世

界
に
晒
さ
れ
る
中
、
諸
々
を
振
り

払
っ
て
「
ホ
ッ
と
休
め
る
場
所
」
が

地
元
だ
と
痛
感
し
ま
し
た
。
高
校
は

高
校
駅
伝
、
大
学
は
箱
根
駅
伝
を
目

指
し
て
い
ま
し
た
が
、
い
ざ
終
わ
っ

た
ら
目
標
が
な
く
な
り
、
宙
ぶ
ら
り

ん
の
状
態
で
。
地
元
に
近
い
と
こ
ろ

で
就
職
先
を
探
し
、
自
分
に
と
っ
て

は
未
知
の
秋
田
県
で
就
職
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
漫
然
と
過
ご
し
て
い
た
あ

る
と
き
、
同
級
生
が
亡
く
な
っ
た
ん

で
す
。
身
近
な
人
の
訃
報
が
悲
し

か
っ
た
の
と
同
時
に
、
「
明
日
っ
て

当
た
り
前
に
来
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん

だ
」
と
シ
ョ
ッ
ク
も
受
け
ま
し
た
。

自
分
は
き
っ
と
今
死
ん
だ
ら
後
悔
す

る
と
感
じ
、
就
職
し
て
３
年
目
、
外

の
世
界
を
見
て
み
よ
う
と
フ
ィ
リ
ピ

ン
へ
旅
行
し
ま
し
た
。

小
野
寺

そ
の
後
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ

留
学
も
し
た
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、

旅
行
で
何
か
を
掴
ん
だ
の
で
し
ょ
う

か
？

遠
藤

そ
う
で
す
ね
。
フ
ィ
リ
ピ
ン

に
対
し
て
一
般
的
な
開
発
途
上
国
の

イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
が
、

実
際
は
東
京
と
同
じ
く
ら
い
盛
ん
な

場
所
も
あ
っ
て
、
そ
れ
を
見
て
い
た

ら
、
ふ
と
「
日
本
の
東
北
は
こ
の
ま

ま
持
つ
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
危
機
感

を
覚
え
ま
し
た
。
「
人
口
減
少
が
進

む
地
元
の
た
め
に
何
か
し
た
い
」

「
東
北
っ
て
ま
だ
ま
だ
良
さ
が
知
ら

れ
て
い
な
い
な
」
な
ど
と
考
え
始
め

…
…

。
だ
ら
だ
ら
す
る
よ
り
１
回
挑

戦
し
て
み
た
い
と
思
い
、
英
語
や

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
制
作
の
勉
強
な
ど
下

準
備
に
１
年
費
や
し
、
次
の
年
に
仕

事
を
辞
め
て
留
学
し
ま
し
た
。

小
野
寺

留
学
し
て
そ
の
ま
ま
残
ら

な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

遠
藤

実
は
、
イ
ン
タ
ー
ン
先
も
決

ま
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
一
旦
帰
国

し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
が
令
和
２
年
２
月

で
、
翌
月
、
コ
ロ
ナ
禍
に
突
入
し
戻

れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
次
の
動
き
を

検
討
し
て
い
た
と
き
、
向
こ
う
の
人

た
ち
と
の
会
話
で
、
岩
手
県
や
地
元

の
成
り
立
ち
を
聞
か
れ
て
も
全
然
答

え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し

て
。
ち
ゃ
ん
と
自
分
の
目
と
足
で
地

元
を
見
て
ま
わ
り
た
い
と
思
い
立
ち
、

取
材
し
て
歩
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

小
野
寺

も
と
も
と
地
元
の
現
状
に

危
機
感
を
覚
え
て
い
た
の
で
、
情
報

発
信
も
し
て
い
っ
た
、
と
。
発
信
だ

け
で
な
く
、
記
録
と
し
て
も
残
り
ま

す
ね
。

遠
藤

は
い
。
「
ま
ち
が
終
わ
る
」

の
は
も
う
ち
ょ
っ
と
先
だ
と
思
う
の

で
す
が
、
「
こ
の
地
域
を
つ
く
っ
て

い
る
根
本
が
崩
れ
て
な
く
な
っ
て
い

く
」
の
は
、
も
う
始
ま
っ
て
い
て
。

そ
の
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が

な
く
な
る
と
、
そ
の
地
域
で
あ
る
意

味
が
な
く
な
り
、
「
こ
こ
じ
ゃ
な
く

て
い
い
」
と
い
う
風
に
な
っ
て
い
く
。

だ
か
ら
、
記
録
し
て
伝
え
て
い
か
な

く
ち
ゃ
い
け
な
い
。

小
野
寺

そ
こ
が
日
本
と
海
外
の
違

い
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
海
外
の
人

は
築
50
年
の
趣
あ
る
ア
パ
ー
ト
に
住

み
た
い
と
言
う
人
が
未
だ
に
い
る
と

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
「
古
い

も
の
は
大
事
に
残
す
」
と
い
う
思
い

が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
。

遠
藤

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
は
フ
ィ
リ
ピ

ン
人
で
あ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
日
本
人

に
置
き
換
え
た
と
き
に
、
そ
れ
を

持
っ
て
い
る
人
は
少
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
日
本

が
評
価
さ
れ
る
部
分
は
ち
ゃ
ん
と
あ

る
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
を
日
本
人
が

気
づ
い
て
な
い
の
が
も
っ
た
い
な
い

な
っ
て
。

小
野
寺

日
本
は
高
度
経
済
成
長
期

に
、
古
い
も
の
は
壊
し
て
新
し
い
も

の
を
つ
く
る
と
い
う
感
覚
が
根
付
き
、

地
域
ら
し
さ
を
失
っ
て
い
っ
た
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

遠
藤

大
き
く
資
本
が
動
く
部
分
は
、

み
ん
な
同
じ
型
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

で
は
、
ど
う
差
別
化
し
て
い
く
の

か
？
そ
れ
は
、
例
え
ば
「
室
根
人
ら

し
さ
」
を
つ
く
っ
て
い
る
も
の
が
、

「
価
値
」
を
生
み
出
せ
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
考
え
て
い
て
、
そ
れ
ら
を
発

信
し
残
す
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

２

/105,510

二言
三言

「地域らしさ」を伝えて残す
～ 地元を出て気づいた「危機感」【前編】～

フォトグラファー 遠藤凌平  × いちのせき市民活動センター センター長 小野寺浩樹

※１ Instagramのアカウント開設から基本的な操作方法や投稿のコツ、写真を撮る際のコツを学べる講座(令和６年２月18日に開催)
※２ 一眼レフカメラやミラーレスカメラの基本的な使い方のほか、撮影技術を学べる講座(令和６年９月14日(計２回)、９月27日、10月３日に開催)。
※３ スマートフォンのカメラで撮影する際の設定方法やコツを学べる講座(令和６年10月１日開催)。

一関市立東山小学校の授業にて講師を務め、遠藤さんに
とっての「伝統芸能とは？写真とは何か？」を話しました
(令和４年12月)。

一関学院高等学校から東京農業大学へ進学。卒業
後は秋田県内の企業へ就職し、フィリピンへの語学
留学を経て、令和２年に地元へＵターン。フリーラ
ンスのフォトグラファーとして地元で活動しながら、
写真教室や情報発信ツールの講師依頼にも対応して
いる。一関市室根町出身・在住。

※

１

※

２

※

３

【
後
編
に
続
く
】



す
る
な
ど
の
構
想
を
考
え
て
い
た
そ
う
で
す

が
、
メ
ン
バ
ー
全
員
が
会
社
勤
め
で
あ
る
こ

と
や
、
資
金
集
め
と
整
備
に
時
間
を
要
す
る

な
ど
、
思
う
よ
う
な
活
動
が
で
き
な
か
っ
た

と
言
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
「
ま
ず
は
自
分
た

ち
の
存
在
を
知
っ
て
も
ら
い
、
無
理
の
な
い

活
動
を
し
て
い
こ
う
」
と
考
え
、
既
存
の
音

楽
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
や
運
営
協
力
な
ど
の

活
動
へ
移
行
。
第
31
回
東
日
本
合
唱
祭
で
は
、

実
行
委
員
会
に
所
属
し
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
に

あ
る
「
合
同
合
唱
」
の
練
習
へ
参
加
で
き
な

い
方
や
開
催
当
日
の
誘
客
促
進
等
を
目
的
に
、

合
同
練
習
を
撮
影
し
て
動
画
共
有
サ
ー
ビ
ス

Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
へ
配
信
し
ま
し
た
。
「
Ｙ

ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
を
活
用
す
る
の
は
、
練
習
の

様
子
を
共
有
す
る
意
味
も
あ
り
ま
す
が
、

ホ
ー
ル
内
の
声
の
響
き
を
確
認
す
る
意
味
も

あ
り
ま
す
」
と
、
若
手
な
ら
で
は
の
強
み
で

イ
ベ
ン
ト
を
サ
ポ
ー
ト
。
さ
ら
に
、
千
葉
さ

ん
が
高
校
生
の
と
き
か
ら
関
わ
っ
て
い
る

「
時
の
音
Ｆ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ｉ
Ｖ
Ａ
Ｌ
」
へ
の
ス

テ
ー
ジ
出
演
や
縁
日
で
の
出
店
な
ど
、
様
々

な
音
楽
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
す
る
こ
と
で
団
体

を
Ｐ
Ｒ
し
て
き
ま
し
た
。

一
方
で
、
現
在
の
会
員
全
員
が
西
磐
井
在

住
と
い
う
こ
と
か
ら
、
東
磐
井
の
情
報
が
入

手
し
づ
ら
い
と
い
う
悩
み
も
。
自
分
た
ち
の

力
で
情
報
収
集
し
て
「
千
厩
夜
市
」
な
ど
に

出
演
で
き
た
経
験
は
あ
り
ま
す
が
、
す
で
に

申
込
を
締
め
切
っ
て
い
た
り
、
イ
ベ
ン
ト
が

終
了
し
て
い
た
り…

…

新
鮮
な
情
報
を
集
め

る
こ
と
が
難
し
い
点
に
課
題
を
感
じ
て
い
る

そ
う
。
千
葉
さ
ん
は
、
「
こ
れ
か
ら
も
音
楽

関
係
の
イ
ベ
ン
ト
出
演
や
運
営
の
お
手
伝
い

な
ど
を
積
極
的
に
行
い
、
つ
な
が
り
を
つ

く
っ
て
い
き
た
い
」
と
今
後
に
つ
い
て
語
り
、

「
ゆ
く
ゆ
く
は
広
域
に
メ
ン
バ
ー
を
増
や
し
、

一
関
全
体
を
カ
バ
ー
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い

る
」
と
続
け
ま
す
。

同
会
で
は
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
活
用
し
、
自
分
た

ち
が
出
演
す
る
イ
ベ
ン
ト
の
ほ
か
、
市
内
の

観
光
ス
ポ
ッ
ト
な
ど
の
情
報
発
信
に
も
力
を

入
れ
て
い
ま
す
。
「
一
見
、
合
唱
を
し
た
い

の
か
、
観
光
ス
ポ
ッ
ト
を
Ｐ
Ｒ
し
た
い
の
か
、

活
動
が
定
ま
っ
て
い
な
い
よ
う
に
も
捉
え
ら

れ
ま
す
が
、
『
合
唱
の
ま
ち
・
一
関
』
を
残

す
た
め
に
は
『
一
関
』
と
い
う
ま
ち
を
残
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
一
関

の
良
い
と
こ
ろ
を
た
く
さ
ん
の
人
に
知
っ
て

も
ら
お
う
と
い
う
思
い
か
ら
情
報
発
信
に
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。
ひ
と
つ
の
楽
曲
を
同
じ

時
間
と
空
間
の
中
で
共
有
す
る
こ
と
で
生
ま

れ
る
不
思
議
な
一
体
感
が
、
合
唱
の
魅
力
で

す
」
と
千
葉
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

生
ま
れ
た
て
の
団
体
で
紆
余
曲
折
は
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
音
楽
の
力
を
響
か
せ
、

「
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
」
の
「
ま
ち
づ
く

り
」
に
励
み
続
け
ま
す
。

※お問い合わせは同会が運営している

Instagramアカウント「一関まちづくりの会

(＠itp_20220501)」へ

写真：ミーティング時の集合写真(令和６年

12月)

千葉 龍我さん

生まれも育ちも一関。

発足当初は会長を務め、

令和６年から事務長と

して会長をサポート。

十八番は「貴方の恋人

になりたいのです(阿部

真央)」です。

吉田 捺さん

生まれも育ちも一関。

発足当初は事務長を担

い、令和６年から会長

を務める。十八番は

「Let It Go(松たか子

ver.)」です。

同
会
の
名
称
は
、
一
見
す
る
と
「
ま

ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
団
体
」
と
想
像

し
ま
す
が
、
取
材
を
通
し
て
定
か
と

な
っ
た
の
は
「
合
唱
の
ま
ち
・
一
関
」

を
主
軸
と
し
た
活
動
で
し
た
。

一
関
市
が
「
合
唱
の
ま
ち
・
一
関
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭

和
49
年
、
年
の
瀬
を
歌
声
で
彩
る
「
い

ち
の
せ
き
第
九
演
奏
会
」
が
開
催
さ
れ
、

合
唱
団
員
を
市
民
に
募
集
し
た
と
こ
ろ

３
０
０
人
が
参
加
。
そ
の
後
、
市
内
に

多
く
の
合
唱
団
が
結
成
さ
れ
た
こ
と
が

き
っ
か
け
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
僕
自
身
、
歌
う
こ
と
が
好
き
で
、

中
学
と
高
校
は
合
唱
部
で
し
た
」
と
話

す
の
は
、
一
関
ま
ち
づ
く
り
の
会
の
事

務
長
を
務
め
る
千
葉
龍
我
さ
ん
で
す
。

千
葉
さ
ん
は
、
中
学
・
高
校
と
合
唱
に

の
め
り
込
み
合
唱
の
楽
し
さ
を
体
感
。

そ
の
経
験
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
高
校

卒
業
後
は
介
護
職
の
傍
ら
、
一
関
市
を

拠
点
に
活
動
し
て
い
る
混
声
合
唱
団
の

「
一
関
市
民
合
唱
団
」
に
も
所
属(

当

時)

。
「
東
日
本
合
唱
祭
」
を
は
じ
め
と

し
た
大
会
で
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
奏
で
て
い

た
ほ
か
、
母
校
で
あ
る
一
関
修
紅
高
等

学
校
の
音
楽
部
に
Ｏ
Ｂ
と
し
て
関
わ
る

な
ど
、
千
葉
さ
ん
の
人
生
に
と
っ
て
音

楽(

合
唱)

は
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で

し
た
。
そ
ん
な
中
で
「
好
き
な
音
楽
で

ま
ち
づ
く
り
を
し
た
い
。
『
合
唱
の
ま

ち
・
一
関
』
を
後
世
に
絶
や
さ
ず
残
し

た
い
」
と
い
う
目
標
が
芽
生
え
、
同
会

発
足
へ
と
動
き
出
し
ま
す
。
「
高
校
の

と
き
に
同
じ
部
活
だ
っ
た
同
級
生
が
地

元
に
残
っ
て
い
た
の
で
声
を
か
け
る
と
、

快
く
賛
同
し
て
く
れ
た
」
と
当
時
を
振

り
返
り
、
千
葉
さ
ん
を
含
め
た
３
人
で

発
足
に
向
け
た
準
備
を
重
ね
、
令
和
４

年
５
月
に
同
会
が
誕
生
し
ま
し
た
。

発
足
当
初
は
、
自
主
イ
ベ
ン
ト
の
企

画
や
、
使
わ
れ
て
い
な
い
ピ
ア
ノ
を
引

き
取
っ
て
ス
ト
リ
ー
ト
ピ
ア
ノ
を
設
置

３４

団体
紹介一関まちづくりの会

「『合唱のまち・一関』を後世に残した

い」という思いから令和４年５月発足。現

在の会員は５名(10代～20代)。一関市内で

開催される音楽イベントへの出演・スタッ

フ協力ほか、SNSを活用した情報発信にも

力を入れている。

合
言
葉
は
「
合
唱
の
ま
ち
・
一
関
」

「
合
唱
」
か
ら
生
ま
れ
た
目

標
と
仲
間
た
ち

- Photo gallery -gallery -

団
体
の
活
動
を
Ｐ
Ｒ

イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
や
フ
ェ
イ

ス
ブ
ッ
ク
、
Ｘ
等
の
ツ
ー
ル

を
活
用
し
、
情
報
発
信
に
努

め
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
フ
ォ

ロ
ー
を
お
願
い
し
ま
す
！

憧
れ
の
イ
ベ
ン
ト
に

東
日
本
合
唱
祭
の
練
習
風
景

を
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
に
配
信

す
る
大
役
を
任
せ
ら
れ
、
緊

張
し
つ
つ
も
喜
び
の
ほ
う
が

大
き
か
っ
た
と
か
。

老
若
男
女
を
魅
了
す
る

合
唱
だ
け
で
な
く
、
イ
ベ
ン

ト
に
よ
っ
て
は
ソ
ロ
で
歌
う

こ
と
も
。
Ｊ-

Ｐ
Ｏ
Ｐ
や
ア
ニ

メ
ソ
ン
グ
な
ど
、
レ
パ
ー
ト

リ
ー
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。

空
間
全
て
を
楽
し
ま
せ
る

時
の
音
Ｆ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ｉ
Ｖ
Ａ
Ｌ

で
は
、
「
ス
ー
パ
ー
ボ
ー
ル

す
く
い
」
や
「
く
じ
引
き
」

を
設
け
、
音
楽
以
外
で
も
観

客
を
楽
し
ま
せ
ま
し
た
。

Ｑ.あなたにとって「合唱」とは？

会長 事務長

一関まちづくりの会

今
は
微
力
で
も
未
来
の
た
め
に

よしだ なつ ちば りゅうが

Ａ.必要不可欠！Ａ.つながり

活
動
を
始
め
て
感
じ
た
ギ
ャ
ッ
プ

※

１

平
成
２
年
８
月
に
行
政
、
市
内
の
合
唱
団
、
ま

ち
づ
く
り
団
体
な
ど
で
実
行
委
員
会
を
組
織
し
て
第
１

回
を
開
催
。
東
日
本
各
地
及
び
全
国
で
活
躍
し
て
い
る

優
れ
た
合
唱
団
が
一
同
に
会
し
、
共
に
歌
い
、
共
に
鑑

賞
し
、
音
楽
の
創
造
を
め
ざ
す
祭
典
。
令
和
６
年
10
月
に

第
31
回
を
開
催
し
た
。

※

１

※

２

※

２

招
聘
団
体
と
一
般
参
加
者
、
約
３
０
０
名
に
よ

る
大
合
唱

※

３

一
関
市
の
音
楽
愛
好
者
で
組
織
す
る
「
時
の
音

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
よ
る
イ
ベ
ン
ト

※

３



き
た
い
で
す
」
と
意
気
込
み
ま
す
。

同
自
治
会
が
あ
る
エ
リ
ア
で
は
「
行
山
流

大
木
鹿
踊
り
」
と
い
う
伝
統
芸
能
を
継
承
し

て
お
り
、
体
育
館
は
そ
の
練
習
所
と
し
て
も

活
用
し
て
い
ま
す
。
町
内
で
唯
一
の
鹿
踊
り

と
な
っ
て
お
り
、
現
在
は
14
人
で
活
動
中
で

す
。約

３
０
０
年
前
、
明
正
天
皇
時
代
か
ら
歴

史
が
あ
る
「
行
山
流
鹿
踊
り
」
は
、
文
化
７

年
に
大
原
村(

現
在
の
大
東
町
大
原)

の
山
口

か
ら
集
落
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
市
内
各
地

で
も
披
露
し
つ
つ
、
過
去
に
は
北
海
道
や
東

京
都
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
で
披
露
し
た
こ
と
も
。

「
こ
れ
か
ら
の
課
題
は
、
後
継
者
不
足
で

…
…

」
と
語
る
の
は
、
同
自
治
会
総
務
部
長

で
も
あ
り
、
大
木
鹿
踊
り
保
存
会
の
会
計
を

務
め
る
、
鈴
木
正
男
さ
ん
。
「
会
員
の
中
に

は
10
代
の
学
生
が
４
人
い
ま
す
が
、
も
し
町

外
に
就
職
す
る
と
な
る
と
、
せ
っ
か
く
マ
ス

タ
ー
し
た
と
し
て
も
、
引
き
継
い
で
い
く
の

は
難
し
い
と
思
い
ま
す
」
と
話
す
一
方
で
、

同
集
落
出
身
で
現
在
は
山
形
県
に
居
住
す
る

メ
ン
バ
ー(

30
代)

は
、
休
日
の
合
間
を
縫
っ

て
練
習
や
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
て
く
れ
て
い

る
そ
う
で
す
。
「
彼
は
小
学
校
の
と
き
か
ら

ず
っ
と
や
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
れ
か
ら
も

ぜ
ひ
一
緒
に
や
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
」
と

笑
顔
を
見
せ
ま
す
。

自
治
会
長
の
欽
勝
さ
ん
は
、
大
木
子
供
会

の
会
長
を
務
め
て
い
た
と
き(

平
成
18
年
頃)

、

ゆ
み
お
り
館
に
子
ど
も
た
ち
が
お
泊
り
す
る

イ
ベ
ン
ト
を
企
画
。
そ
の
際
、
な
か
な
か
自

治
会
や
子
供
会
行
事
等
に
参
加
で
き
な
い
保

護
者
に
も
参
加
し
て
も
ら
お
う
と
、
ビ
ア

ガ
ー
デ
ン
を
同
時
開
催
し
ま
し
た
。
「
子
ど

も
だ
け
で
な
く
大
人
も
楽
し
め
る
、
お
互
い

に
楽
し
い
思
い
出
に
し
た
い
」
と
い
う
思
い

が
あ
っ
て
の
企
画
で
し
た
が
、
自
治
会
長
に

な
っ
て
「
自
身
が
子
ど
も
の
頃
に
経
験
し
て

い
た
こ
と
を
今
の
子
ど
も
た
ち
に
も
経
験
さ

せ
て
あ
げ
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
て

い
る
も
の
の
、
少
子
化
が
進
み
、
同
集
落
内

の
み
で
親
子
レ
ク
等
を
企
画
で
き
ず
、
近
隣

の
地
域
と
連
携
し
て
取
り
組
ん
で
い
る
状
況

で
す
。

「
ど
こ
も
同
じ
悩
み
が
あ
る
と
は
思
い
ま

す
が
、
20
年
前
と
は
違
っ
て
今
は
50
戸
を
き

り
、
人
口
減
少
を
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

あ
と
20
年
後
は
き
っ
と
半
分
に
減
っ
て
い
く

だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
現
実
を
見
据

え
つ
つ
、
「
今
、
一
番
活
気
が
あ
る
の
は
グ

ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
で
し
ょ
う
か(

笑)

た
し
か
に

人
口
減
少
は
課
題
で
す
が
、
少
な
い
な
が
ら

も
楽
し
く
や
っ
て
い
け
れ
ば
い
い
」
と
笑
い

合
う
み
な
さ
ん
。

山
々
と
田
ん
ぼ
に
囲
ま
れ
、
６
月
に
は
ホ

タ
ル
も
飛
ぶ
、
自
然
豊
か
な
同
集
落
。
先
人

た
ち
が
築
き
上
げ
て
き
た
「
集
落
の
宝
」
を

こ
れ
か
ら
も
守
り
続
け
ま
す
。

Ｑ.集落の自慢は何ですか？

自治会長

鈴木 欽勝さん

１期２年目。生まれて

からずっと大木に住ん

でおり、「小さい頃は

砂鉄川で素潜りしたり

魚をとって遊んだ。そ

れが楽しかった」と言

います。

鈴木 時男さん

１期２年目。前期の会

長が副会長を務める体

制で、「周りの協力の

おかげで自治会長をや

り遂げられた」とのこ

と。東山町田河津地域

出身で、趣味は滝巡り。

弓
折
山
の
麓
に
存
在
し
、
大
木
沢
、

大
面
、
大
持
、
木
戸
割
、
上
沢
田(

一

部)

、
木
和
田
堀(

一
部)

の
６
つ
の
小
字

で
構
成
さ
れ
る
大
木
自
治
会
。
同
自
治

会
の
拠
点
で
あ
る
「
東
山
大
木
多
目
的

集
会
施
設(

通
称
『
ゆ
み
お
り
館
』)

」

が
位
置
す
る
場
所
は
、
昭
和
43
年
ま
で

開
校
し
て
い
た
「
東
山
町
立
長
坂
小
学

校
大
木
分
校
」
で
し
た
。
か
つ
て
は
地

元
の
子
ど
も
た
ち
が
通
い
、
多
い
と
き

は
自
治
会
内
で
６
つ
の
チ
ー
ム
を
編
成

し
て
運
動
会
が
で
き
る
ほ
ど
、
子
ど
も

た
ち
の
声
が
響
き
渡
る
地
域
で
し
た
。

大
木
分
校
は
、
当
時
の
分
校
に
は
珍

し
く
体
育
館
が
隣
接
し
て
い
ま
し
た
が
、

大
木
分
校
が
長
坂
小
学
校
に
統
合
さ
れ

る
際
、
分
校
の
校
舎
を
壊
し
現
在
の
ゆ

み
お
り
館
に
建
て
直
す
流
れ
に
。
「
同

じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
体
育
館
も
取
り
壊
す

話
も
出
た
の
で
す
が
、
集
落
内
に
住
む

人
た
ち
が
お
金
を
出
し
合
っ
て
建
て
た

施
設
で
、
み
ん
な
の
財
産
だ
っ
た
の
で
、

残
し
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
」
と
、

自
治
会
長
の
鈴
木
欽
勝
さ
ん
と
副
自
治

会
長
の
鈴
木
時
男
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

同
自
治
会
で
は
、
毎
月
第
１
土
曜
日

に
役
員
会
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
集
落

内
の
各
団
体
の
役
も
兼
務
す
る
自
治
会

役
員
が
多
い
た
め
、
自
治
会
事
業
の
報

告
に
限
ら
ず
集
落
内
の
情
報
共
有
も
同

時
に
行
わ
れ
ま
す
。
欽
勝
さ
ん
は
、

「
役
が
多
く
て
大
変
と
い
う
思
い
よ
り

も
、
各
団
体
と
の
予
定
の
す
り
合
わ
せ

が
ス
ム
ー
ズ
で
良
い
と
感
じ
て
い
ま
す
。

昔
か
ら
結
束
力
が
あ
る
集
落
な
の
で
、

何
を
す
る
に
も
進
め
や
す
い
で
す
」
と

語
り
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
の
た
め
、
自
治
会
行
事
を

新
し
く
展
開
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
時

期
が
続
き
ま
し
た
が
、
「
花
い
っ
ぱ
い

運
動
」
「
自
治
会
内
の
市
道
、
棚
田
の

草
刈
り
」
な
ど
は
継
続
し
、
景
観
の
維

持
と
安
全
の
向
上
に
努
め
て
き
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
に
再
開
し
た
「
大
木
夏
祭

り
」
は
、
ゆ
み
お
り
館
の
駐
車
場
と
体

育
館
を
会
場
に
開
催
し
、
帰
省
し
て
き

た
人
た
ち
も
多
く
参
加
。
「
み
ん
な
が

小
さ
い
頃
か
ら
あ
る
建
物
な
の
で
、
変

わ
ら
な
い
様
子
に
『
懐
か
し
い
』
と
話

し
て
く
れ
る
人
が
多
い
で
す
。
来
年
は
、

さ
ら
に
自
治
会
行
事
を
活
発
に
し
て
い

大木自治会

５６

先
人
た
ち
か
ら
受
け
継
ぐ
想
い

集
落
で
繋
い
だ
「
思
い
出
の

場
所
」

- Photo gallery -gallery -

棚
田
の
草
刈
り

毎
年
６
月
～
７
月
頃
は
、
同

自
治
会
が
あ
る
エ
リ
ア
の
棚

田
の
草
刈
り
に
汗
を
流
し
て

い
ま
す
。
約
40
人
が
２
か
所

に
分
か
れ
て
実
施
。

思
い
出
を
繋
ぐ
体
育
館

「
行
山
流
大
木
鹿
踊
り
」
の

ほ
か
、
「
大
木
神
楽
」
の
継

承
活
動
で
も
、
一
番
身
近
な

練
習
施
設
と
し
て
活
用
し
て

い
ま
す
。

景
観
維
持
活
動

多
面
的
機
能
支
払
制
度
を
利

用
し
、
６
月
中
旬
に
花
苗
の

植
え
付
け
を
実
施
し
ま
し
た
。

老
人
ク
ラ
ブ
と
作
業
場
所
を

分
担
し
て
い
ま
す
。

か
つ
て
の
大
木
分
校

建
て
ら
れ
た
当
初
、
大
木
分

校
は
茅
葺
屋
根
で
、
そ
の
あ

と
瓦
屋
根
に
移
行
し
、
「
ゆ

み
お
り
館
」
へ
と
建
て
替
え

ら
れ
ま
し
た
。

地域
紹介

大木自治会(長坂)

東山町長坂地区の南東、東山町松川地区の

東に位置する自治会。49世帯、113人が暮ら

す。６班体制で、総務、産業、厚生、社会、

女性、文化の６部体制で運営。行政区は長坂

10区。

守
り
続
け
る
「
誇
り
」

前
向
き
な
姿
勢
で
取
り
組
む

すずき よしかつ すずき ときお

Ａ.住み心地が良い集落 ※星が綺麗 Ａ.協力的な自治会です

左の写真：「ゆみおり館」前で農作業安全指導(令和６

年)

副自治会長

東山



令
和
６
年
12
月
で
開
業
10
年
を
迎
え
た

「
く
ま
が
い
接
骨
院
」
。
院
長
で
あ
る
熊

谷
克
さ
ん
は
、
学
生
時
代
に
サ
ッ
カ
ー
部

に
所
属
し
、
練
習
に
よ
る
ケ
ガ
や
疲
労
に

よ
る
体
の
不
調
で
悔
し
い
思
い
を
し
た
自

身
の
経
験
や
、
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
も
同
じ

経
験
を
し
て
い
た
こ
と
を
受
け
て
、
「
将

来
は
リ
ハ
ビ
リ
の
職
に
就
き
た
い
」
と
考

え
る
よ
う
に
。
高
校
卒
業
後
の
進
路
を
検

討
し
て
い
く
中
で
「
柔
道
整
復
師
」
と
い

う
資
格
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
千
葉
県
内

の
大
学
へ
と
進
学
し
ま
し
た
。

大
学
で
は
、
柔
道
整
復
師
の
他
、
「
教

員
免
許(

中
学
校
と
高
等
学
校
の
体
育)

」

の
資
格
も
取
得
し
、
関
東
の
接
骨
院
に
就

職
。
学
生
の
ス
ポ
ー
ツ
に
よ
る
ケ
ガ
や
、

日
常
生
活
で
の
ケ
ガ
を
治
療
す
る
中
で
、

地
元
で
は
ケ
ガ
を
し
た
と
き
に
接
骨
院
に

行
く
選
択
肢
が
あ
ま
り
な
い
こ
と
に
気
づ

き
ま
す
。

熊
谷
さ
ん
は
、
「
接
骨
院(

＝
整
骨
院)

で
も
、
骨
折
や
脱
臼
な
ど
の
ケ
ガ
、
捻
挫

や
挫
傷
に
対
し
、
柔
道
整
復
師
が
施
術
を

行
う
わ
け
で
す
が
、
カ
ラ
ダ
本
来
の
機
能

改
善
や
、
そ
も
そ
も
ケ
ガ
を
し
な
い
身
体

の
使
い
方
な
ど
、
一
人
ひ
と
り
に
寄
り

添
っ
た
形
で
、
施
術
以
外
の
サ
ポ
ー
ト
も

す
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
」
と
解
説
。

主
要
な
症
状
を
緩
和
さ
せ
る
対
症
療
法
だ

け
で
は
な
く
、
「
根
本
的
な
原
因
が
何
か

を
究
明
す
る
こ
と
も
大
切
」
と
続
け
ま
す
。

特
に
成
長
期
の
子
ど
も
は
身
長
が
大
き

く
伸
び
、
筋
肉
の
柔
軟
性
が
低
下
し
て
可

動
域
が
狭
く
な
る
こ
と
で
、
一
部
の
組
織

に
負
担
が
か
か
り
、
カ
ラ
ダ
の
使
い
過
ぎ

が
原
因
と
な
っ
て
、
ケ
ガ
や
疲
労
に
つ
な

が
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
の
だ
と
か
。

「
だ
か
ら
こ
そ
、
自
身
の
カ
ラ
ダ
を
よ
く

知
っ
て
ほ
し
い
。
知
る
こ
と
で
免
れ
る
リ

ス
ク
も
あ
る
」
と
い
う
思
い
か
ら
、
地
元

の
治
療
の
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
「
接
骨

院
」
を
提
供
し
つ
つ
、
セ
ル
フ
ケ
ア
指
導

に
も
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

地
元
に
開
業
し
た
き
っ
か
け
は
、
平
成

23
年
の
東
日
本
大
震
災
で
し
た
。
「
師
匠

(

前
職
の
院
長)

が
29
歳
で
開
業
し
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
自
分
も
そ
の
年
齢
辺
り
を
独

立
の
目
標
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
中

で
の
震
災
だ
っ
た
の
で
、
自
分
が
で
き
る

こ
と
で
地
元
貢
献
が
し
た
い
と
い
う
思
い

が
増
し
て
、
Ｕ
タ
ー
ン
を
決
断
し
ま
し
た
。

ご
縁
が
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
出
身
高
校
の

近
く
で
開
業
す
る
こ
と
が
で
き
、
利
用
す

る
方
も
10
代
の
学
生
が
多
い
で
す
ね
」
と

の
こ
と
。
治
療
に
つ
い
て
、
「
慢
性
的
な

腰
痛
な
ど
は
保
険
適
用
外
施
術
も
あ
る
た

め
、
病
院
や
整
体
院
を
お
勧
め
す
る
場
合

も
あ
り
ま
す
が
、
当
院
で
は
日
々
研
鑽
し

続
け
て
お
り
、
様
々
な
治
療
も
取
り
入
れ

て
い
る
た
め
、
ま
ず
は
相
談
し
て
ほ
し

い
」
と
続
け
ま
す
。

Ｊ
Ｆ
Ａ((

公
財)

日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会)

の
サ
ッ
カ
ー
指
導
者
ラ
イ
セ
ン
ス
も
取
得

(

令
和
５
年)

し
た
熊
谷
さ
ん
は
、
「
負
担

な
く
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
む
カ
ラ
ダ
の
使
い

方
や
、
競
技
で
ケ
ガ
を
す
る
リ
ス
ク
の
減

ら
し
方
な
ど
を
教
え
て
い
け
た
ら
と
思
っ

て
い
ま
す
。
日
常
で
の
カ
ラ
ダ
の
使
い
方

も
学
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り

も
し
た
い
で
す
」
と
、
こ
れ
ま
で
の
経
験

と
知
識
を
最
大
限
に
活
か
し
た
地
元
貢
献

を
志
し
て
い
ま
す
。

千厩

７

企業
紹介打撲や捻挫、骨折、脱臼などの外傷(以下、ケガ)等に対する施術などカラダ

本来の機能改善をサポート。手技(徒手療法・整体施術)※１や超音波療法※２の

他、急性期のケガや慢性的な症状を持つ方・原因が良くわからない方など様々

な症状に効果が期待できるアキュスコープ※３を使用した最新治療も取り入れて

おり、老若男女に関わらず、「ケガ」や「カラダの悩み」を解決できる環境づ

くりに努めている。
※１ 電気治療器・注射・薬などを使わず手で直接患者さんのカラダに対して施術を行う。
※２ 圧電効果による音波を発生し患部に微小マッサージ作用を与える。
※３ NASAの高性能レーダーを開発研究していた宇宙工学を応用して生み出された治療機器。

地域密着型の接骨院を目指す

一
人
ひ
と
り
に
寄
り
添
い
サ
ポ
ー
ト

院内は転倒防止対策もバッチ
リ。

DATA

〒029-0803
一関市千厩町千厩字石堂31-３
TEL 0191-48-5518
HP http://www.9magai.com/

最新の治療機器アキュスコー
プを使用している様子。

院長で柔道整復師の熊谷克
(すぐる)さん。

地域企業の理念にせまります。

地
元
に
有
益
な
施
術
を
心
が
け
て

くまがい接骨院
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71話

今月のテーマ

地域の未来はどうなる？

８

地域運営の落とし穴 55

地域コミュニティは、
消滅する？

「消滅可能性都市」という衝撃的なニュースが出たのが、2014年(平成26年)のこと。この言葉は各地で波紋を

呼び、市民レベルでの危機意識が高まったきっかけでもありましたが、良い結果をもたらしプラスに働いたばか

りではなく、‘あきらめ感が出た’というマイナスの事実もあります。

「消滅可能性都市」とは、各自治体の20～39歳の女性人口が、2010年(平成22年)から2040年(令和22年)までの

30年間で50％以下に減少する自治体のことを指し、全国で896自治体が該当するとされ、その中に一関市も含ま

れています。ニュースから10年が経過し、2024年の発表では、744自治体が該当しているとのこと。いくらか改

善しているようですが、一関市は10年前と変わらず、「消滅可能性都市」のままです。

とは言え、ニュースというものは賞味期限が限られており、普段の何気ない会話からは消えてしまいましたが、

一度覚えた情報はなかなか消えないものでもあり……。ある地域で子育て世代と雑談をしていたとき、「あと30

年したらこの地域は消滅する」という一声が出てきました。私たちの地域は、本当に消滅するのでしょうか？不

安な気持ちもあり、疑う気持ちもあり、でも、実際に周囲を見渡してみると……。答えは誰にもわかりません。

人の動きもあることなので、地域から人っ子一人いなくなるということは考えにくいものですが、テレビ番組

「ポツンと○○」で紹介されるような、‘近所の人が存在しない家’が増えることも予想されます。そうすると、

誰が、どうやって、その地域を支えていくのでしょうか？行政サービスにも、住民の支えあいにも限界があり、

そうなるといよいよ「コンパクト化※１」が推進される可能性もあります。しかし、居住地域をコンパクト化す

ることは、本当に可能なのでしょうか？これも、答えはわかりませんね。

‘暮らしの変化’と向き合う地域づくり

総務省統計局が発表した「統計が語る平成のあゆみ」によると、

これまで増減を繰り返してきた日本の総人口は、2008年(平成20

年)に１億2808万人のピークを迎え、2011年(平成23年)以降は減

少し続けています。これはあくまで統計上で、都市に人が集中す

る時代から地方の人口減少は始まっており、私たちが肌感覚とし

て人口減少を感じ始めたのは、それよりも前のことでしょう。

バブル崩壊後の1991年(平成３年)から2005年(平成17年)は就職

氷河期となり、地方では就職先も限られたため、Ｕターン就職の

人などが少なくなりました。私も氷河期世代でＵターン就職を希

望していましたが、「就職先が無いから戻ってくるな」と言われ

た経験がありますし、同じ境遇の同級生たちも多かったのを記憶

しています。当時は、‘生きていくために仕事に就くこと’を優

先せざるを得ない状況で、それが人口減少の原因だとは言い

125,500

126,000

126,500

127,000

127,500

128,000

128,500

日本の総人口推移
(総務省統計局「国勢調査」「人口推計」より)

(千人)

切れませんが、少なからず要因にはなっているでしょう。社会情勢との因果関係は深いものですが、悲観的に

なっている場合ではありませんね。超高齢化時代のいま、そして、人口減少が進んでいく近い未来に対して、

‘日々の暮らしが変化していく事実’に向き合わなければいけません。

AI(人口知能)などの新しいテクノロジーが次々と台頭しており、このまま20年が経過したら、全く違う社会が

できあがっている可能性が高いです。「墓じまい※２」が当たり前になりつつあったり、本家分家などの風習や

地域文化が薄れ始めたりしている現状を考えると……未来ではもっと希薄になっていくかもしれませんね。「我

が家も自分の代で一区切りになるんじゃないか」と思うと、なんだか切なくなる未来です。

しかし、人がいる限りその精神や気持ちだけは継承され続けてほしいものです。どんな状況であれ、人が住ん

でいれば、地域づくり活動は欠かせないので、頑張っていきましょう！

※１ 経済協力開発機構(OECD)が2012年に発行した報告書『コンパクトシティ政策：世界５都市のケーススタディと国別比較』では、コンパクト
シティの特徴を「高密度で近接した開発形態、公共交通機関でつながった市街地、地域のサービスや職場までの移動しやすさ」としており、この
コンパクトな都市計画は「環境を守り、地域の経済成長を促進し、より良い質の生活を提供する」と述べている。
※２ 墓石を撤去して墓所を更地にし、その使用権を墓地の管理者に返還すること。

１

２

３

※

※
※

※

資
格
や
施
術
内
容
が
違
う
。



Q1 馬喰の仕事とは？牛馬を治療することもしていたのか？

(下線部＝小崎さんが先輩馬喰から聞いた話)戦時中は、「売れる軍馬」か、「売れない軍馬」か見極めをしていた。売れそうなら買い取

り、藤沢町(当時)の軍馬購買官で売った。そこで売れたら「目利きがある」という事で有名にもなるし、仕事も増える。売れな

い場合は農家と農耕馬(牛)を売り買いしていた。戦後は、軍馬としての価値が無くなったため、主に農耕用としての牛馬を

取り扱った。家畜市場が出来てから牛馬は市場に出すことが多くなった。今の農家の状況(牛や馬の飼育)は歩いていない

のでわからない。馬喰が担当する治療は簡単なことのみで、主に獣医師が行っていた。

Q2 一人前と扱われるのはどのタイミング？

牛馬を見極められるようになること。見極められなければ、馬喰にはなれない。

Q3 １年間でどの時期が忙しい？忙しかったのは何年頃？

春先が忙しかった。昭和30年頃までは忙しかったが、昭和50年頃、市場取引が出

来てから仕事は減った。さらに農家で牛馬を預かってくれるところが少なくなり、職と

して成り立たなくなってきた。

９10

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！

農耕馬(牛)等の仲介を生業とする「馬喰」は、昭和後期頃まで各地域に存在し、当
時の暮らしには欠かせなかった牛馬の様々な相談窓口にもなっており、人によっては
獣医のような役割や装蹄なども担っていました。当地域においての役割が記録された
文献やヒアリング調査の結果を整理し、実際に馬喰を職業としていた方にも取材しな
がら、牛馬のいる暮らしに想いを馳せてみました。

※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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右頁で述べたように、馬喰の担う役割は大きかった
と言えます。それでは、現代において馬喰の役割はど
うなったのでしょうか？全国的な動きと併せて、ヒア

ミッション
93

猿を馬や牛の守り神とする、「厩猿」と呼ばれる信仰があり、厩(馬小

屋)に猿の頭や手の骨を吊るして飾り、牛馬安全の祈願や魔除けとして

祀っています。陰陽五行説において水を司る猿は豊穣をもたらし、さら

には火を司る馬を制御すると考えられ、馬や牛を守護してくれる存在

だったのです。厩猿には、皮や肉を目的として捕らえられた猿の骨が使

用されたと言われています。現在では、ほぼ姿を消しており、東北地方

を中心として全国各地の厩から発見される猿の頭や手の骨などに信仰

の痕跡が残るのみとなっています。

馬喰を最初に始めたのは、猿回しを披露する「猿屋」という職業の人々

という話も……。上述の‘猿は馬の守護神’というあやかりから、猿屋は

厩にいる馬を祈祷してまわったとか。

馬と猿

全国的な動き 当地域の実情

明

治

18

年

獣医免許規則 公布
この規則によって免許を得た者で

なければ家畜診療業務を行えなく
なった。

牛馬の健康状態、ケガの有無などを確認して取引の
価格を決めていた馬喰は、「獣医免許規則」が公布され
る前までは治療に携わっていたとか!?

明治23年に「岩手県産馬事業山目組合」が発足するなど、馬の生産・育成を生業としている人々(≒馬喰)に
よる馬商組合が各地で結成されていきます。さらに当時の山目村には、馬の改良や売買、軍馬の供給、二才駒
のせり市場として「山目馬検場」が設置され、周辺には馬商人や馬を育てて売りに来た人が休憩する馬喰宿、

馬車屋、蹄鉄屋等が建ち並び、地域産業の振興に寄与し、地元の人に親しまれていたそうです。※「山目馬検場」は
昭和60年９月に解散。

明治初期から馬耕の技術を取り入れる動きがあり、牛よりも馬の飼育頭数が高いことが資料等から読み取

れました。牛の飼育頭数が高くなってきたのは、軍馬の需要が少なくなった第二次世界大戦以降です。そのた
め、水田の耕起なども馬から牛へと変わっていきますが、耕地整理が進むにつれて、耕耘機での作業も多くな
り、家畜を利用した耕作は少しずつ減っていきました。

昭

和

24

年

家畜商法 制定
家畜商について免許・営保証金の

供託などの制度を実施し、家畜商の

業務の健全な運営を図り、それに

よって家畜商の取引の構成を確保

することを目的とする。

「家畜商法」が制定され、家畜市場の近代化を図るための動きがありつつも、農家が市場まで牛馬を運搬す
るためには経費がかかったため、馬喰との売買であれば庭先や厩舎で交渉が成立すること、売買が成立する
と農家も馬喰も即座に現金収入があったことなどから、市場での取引は常態化しなかったようです。

しかし、時代の変化と共に市場も安定していき、「馬喰」ではなく「家畜商」の名が浸透。さらには農業の機械
化、牛馬を飼養する農家の高齢化による飼養戸数の減少等の影響から、畜産経営は大規模な経営体へと発展。
馬喰が農家を訪問して売買交渉する姿は消えました。

仕事の流儀
ファイル №６

「馬喰」「馬喰」
ばくろう

馬喰は、牛馬を飼養する農家へ直

接訪問し「手指法」を使って売買交

渉を行い、その交渉は「庭先取引」

「袖下取引」と呼ばれます。馬喰特

有の取引方法のため、農民な

どには理解し得ない光景だっ

たのではないでしょうか。

Q4 馬喰になる(名乗る)には、試験または免許、世襲制など条件があったか？

家畜商法が制定されたため、免許が必要となった。一回取得すれば生涯使える。世襲制ではな

いが、個体を見極める目がないと続けていくことは難しい。

Q5 小崎さんが馬喰として活躍していたとき、馬喰は市内に何人くらいいたか？

大東町渋民にもう１人いて、それ以外は不明だが、多くはないはず。

大東町渋民在住。農家に生まれ育ち「生き物が好き」という理由から馬喰

の職を突き進んだ。22歳頃から88歳まで牛馬を扱う馬喰として活躍。自

身も売買用の牛を飼育していたが、高齢を理由に市場へ全頭売り出した。

小崎 幸一郎氏(92歳)

１ ２ ３ ４ ５

６ ７ ８ ９ １０

▲藤沢町の馬小屋内で祀ら

れていた猿の頭蓋骨

昭和31年頃撮影

馬と共存する暮らし

※参考文献等は当センターホームページにて記載しています。ご了承ください。

馬喰の

ハンドサインを

特別に大公開！

馬喰には共通のハ

ンドサイン(手指

法)があり、こたつ

の中などに手を隠

して売買金額

を交渉してい

ました。

馬喰の

ハンドサインを

特別に大公開！

馬喰にインタビュー！

宮下公民館前
「山目馬検場跡地」の碑

当地域の「馬喰」の
役割と変遷 リング調査などから得た当地域の実情と照らし合わせながら深堀し

ていきます。

仕事の流儀
ファイル №６

「はだっこ」という
半纏のようなものに

腹巻、白い長ぐつが看板

衣装！頭はねじり鉢巻き
か「烏打帽子＝ハンチン
グ帽」だった。道具は必

要ない。

す
き

うまやざる
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