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原々種
↓
原種
↓
採種
↓

一般栽培

果
的
だ
っ
た
た
め
、
そ
ば
栽
培
が

盛
ん
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

県
内
の
様
々
な
在
来
種

を
県
の
奨
励
品
種
へ

茨
城
県
は
、
昔
か
ら
そ
ば
の
産

地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

と
は
言
え
、
県
内
様
々
な
地
域
に

い
ろ
い
ろ
な
在
来
種
が
あ
り
、
地

域
ご
と
に
粒
も
品
質
も
ば
ら
つ
き

が
あ
り
、
特
定
の
品
種
を
さ
す
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
、
茨
城
県
農
業
試
験
場

（
現
在
は
茨
城
県
農
業
総
合
セ
ン

タ
ー
農
業
研
究
所
）
が
昭
和
53
年

に
「
常
陸
秋
そ
ば
」
の
品
種
の
育

成
に
着
手
。
そ
の
原
種
と
し
て
旧

金
砂
郷
村
の
在
来
種
が
採
用
さ
れ
、

良
い
そ
ば
の
種
を
選
ん
で
品
質
を

高
め
る
た
め
の
育
成
が
開
始
さ
れ

ま
し
た
。

そ
し
て
、
昭
和
55
年
か
ら
59
年

ち
ょ
っ
と
豆
知
識

そ
ば
の
起
源

古
代
遺
跡
の
発
掘
資
料
に
よ
る

と
、
わ
が
国
へ
は
縄
文
時
代
に
伝で
ん
ぱ播

し
た
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

中
国
南
部
で
で
き
た
栽
培
そ
ば

は
、
そ
の
後
中
国
大
陸
を
北
上
し
、

北
は
シ
ベ
リ
ア
ま
で
到
達
し
、
一
部

は
朝
鮮
半
島
に
伝
播
、
対
馬
を
経
て

北
九
州
に
導
入
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

ち
ょ
っ
と
豆
知
識

そ
ば
の
語
源

そ
ば
は
、「
そ
ば
む
ぎ
」
を
略
し

た
語
で
す
。

「
そ
ば
む
ぎ
」
は
稜り
ょ
う
か
く角
（
物
の
か

ど
）を
意
味
す
る
古
語「
そ
ば
」と「
む

ぎ
（
麦
）」
が
複
合
し
た
語
で
、
角

の
あ
る
麦
と
い
う
意
味
で
す
。
食
物

の
そ
ば
の
実
は
、
三
角
卵
形
で
突
起

状
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う

呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

実
は
乾
く
と
黒
褐
色
に
な
る
こ

と
か
ら
、『
和わ

み
ょ
う
し
ょ
う

名
抄
』
※
で
は
「
そ
ば
」

を
「
く
ろ
む
ぎ
」
と
称
し
て
い
ま
す
。

に
か
け
て
生
産
力
検
定
試
験
な
ど

が
重
ね
ら
れ
て
い
く
う
ち
、
一
粒

一
粒
に
実
が
詰
ま
っ
て
重
く
粒
揃

い
が
良
く
な
り
、
し
か
も
品
質
が

良
い
こ
と
か
ら
、
昭
和
60
年
に
晴

れ
て
「
常
陸
秋
そ
ば
」
は
県
の
奨

励
品
種
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
で

す
。

里美支所

水府支所

金砂郷支所

常陸太田市役所

常陸秋そばの品種特性
金砂郷在来種から、特に次の点が大きく改良さ

れ、そばの実の品質が向上し「常陸秋そば」が

生まれました。

○ 粒ぞろいが良くなり、品質が良くなりました。 
○ 玄そばから粉になる率である製粉歩

ぶ ど

留まり
（表面の皮を取り除いて食べられる粉になる

比率）が高くなりました。 
○一粒一粒に実が詰まり重くなりました。

品
質

重
要
な
種
の
管
理

そ
ば
の
栽
培
で
は
、
種
の
管
理

は
重
要
で
す
。

そ
ば
は
虫
媒
花
で
、
他
の
品
種

と
交
雑
し
や
す
い
う
え
、
花
が
咲

い
た
後
に
実
が
付
く
の
は
約
2
割

以
下
で
あ
る
こ
と
や
、
茎
が
細
く

実
も
落
ち
や
す
い
こ
と
か
ら
収
穫

量
が
少
な
い
作
物
で
す
。

世
代
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
種
の

特
性
が
弱
ま
っ
て
し
ま
う
た
め
、

管
理
さ
れ
た
種
を
使
う
か
、
種
用

と
し
て
別
に
栽
培
す
る
な
ど
の
管

理
が
必
要
で
す
。

「
常
陸
秋
そ
ば
」
の
種
子
は
、

県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー
農
業
研
究

所
で
原
々
種
を
、
常
陸
大
宮
市

の
農
家
で
原
種
を
生
産
。
そ
し
て
、

赤
土
町
を
中
心
に
近
隣
の
下
宮
河

内
町
、
上
利
員
町
な
ど
の
採
種
農

家
が
種
子
を
生
産
し
、
一
般
の
栽

培
農
家
に
販
売
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
が
、
最
初
の
原
々
種
生
産

か
ら
一
般
の
農
家
に
供
給
さ
れ
る

ま
で
３
年
か
か
り
ま
す
。

各
段
階
で
、
品
種
特
性
と
異
な

る
株
（
異
株
）
を
徹
底
的
に
除
去

し
て
、
品
質
を
保
ち
つ
つ
、
量
を

増
や
し
て
い
き
ま
す
。

本
市
は
「
常
陸
秋
そ
ば
」
の
種

子
を
大
事
に
守
っ
て
い
る
産
地
で

あ
り
、
こ
の
地
域
で
採
種
さ
れ
た

種
子
が
現
在
県
内
各
地
に
作
付
け

さ
れ
て
い
ま
す
。

種子は最初の原々種生産から一般農
家に供給されるまでに 3年かかる

赤土町赤土町

～特集１～ 常陸秋そば ― その魅力と可能性 ―

県農業研究所

常陸大宮市の農家
（県農業研究所から委託）

常陸太田市の採種農家
（県穀物改良協会から委託）

一般栽培農家
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そ
ば
の
花
と
昆
虫

そ
ば
の
花
が
実
を
結
ぶ
た
め
の

花
粉
の
運
搬
は
虫
や
風
に
頼
っ
て

い
る
の
で
、
気
候
な
ど
に
よ
っ
て

そ
の
受
粉
率
が
大
き
く
左
右
さ
れ

ま
す
。

ま
た
、
そ
ば
の
咲
い
た
花
が
実

を
結
ぶ
確
率
は
か
な
り
低
い
た
め
、

開
花
時
に
雨
が
続
い
た
り
、
訪
れ

る
虫
が
少
な
い
場
合
は
、
受
粉
し

な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
無
駄
花
」
が

多
く
な
り
収
穫
量
に
大
き
く
影
響

し
て
き
ま
す
。

２
割
程
度
の
実
を
結
ぶ
た
め
の

受
粉
の
作
業
を
、
そ
の
周
辺
に
生

息
し
て
い
る
昆
虫
が
担
っ
て
い
る

た
め
、
そ
ば
畑
の
周
辺
の
環
境
は

と
て
も
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

山
あ
い
で
あ
る
こ
と
が
、
外
か

ら
の
他
の
品
種
の
遺
伝
子
が
入
り

込
む
の
を
防
ぎ
、
そ
こ
に
い
る
花

粉
を
運
ぶ
昆
虫
が
多
く
い
る
自
然

環
境
が
花
か
ら
実
に
な
る
確
率
を

良
く
し
ま
す
。

そ
ば
の
周
辺
の
昆
虫
た
ち
が
生

息
す
る
自
然
環
境
が
、
そ
ば
の
栽

培
に
は
と
て
も
重
要
な
の
で
す
。

山あいで、多くの昆虫が生息でき
る環境であることが重要

そ
ば
が
食
べ
ら
れ
る
ま
で

ち
ょ
っ
と
豆
知
識

そ
ば
の
栄
養

そ
ば
は
、
農
薬
を
あ
ま
り
使
う

こ
と
な
く
、
し
か
も
少
な
い
肥
料
で

栽
培
が
可
能
で
あ
り
環
境
に
や
さ
し

い
作
物
の
優
等
生
で
す
。

○ 

栄
養
価
が
高
く
、
タ
ン
パ
ク
質
の

含
有
量
は
米
の
約
2
倍
！

○ 

ア
ミ
ノ
酸
の
組
成
が
良
く
、
吸
収

率
の
高
い
リ
ジ
ン
や
ス
レ
オ
ニ
ン
、

ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
1
、
Ｂ
2
、
高
血
圧

や
動
脈
硬
化
に
効
能
が
あ
る
と
さ

れ
る
ル
チ
ン
を
多
量
に
含
ん
で
い

る
！

　

た
だ
し
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
類
や
ル
チ

ン
は
水
溶
性
で
、
茹
で
る
と
ゆ
で

湯
の
中
に
溶
け
だ
し
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
た
、
そ
ば
の
タ
ン
パ
ク
質
は
そ

の
半
分
が
水
溶
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
も
ゆ
で
湯
の
中
に
豊
富
に
含
ま

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
ば
湯
は
、
そ
ば
を
楽
し
む
た
め

だ
け
で
な
く
、
栄
養
も
多
く
含
ん
で

い
ま
す
。

①種まき

②受粉

③刈取り

④製粉

⑤水まわし

⑥延し⑦切り
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そば打ち体験ができる施設

里美ふれあい館 ふるさとセンター
竜っちゃん乃湯

西金砂そばの郷
そば工房

1卓（4人）
3,675円
（食事込み）

4人以上
1人 2,000円
（食事込み）

1卓（4人）2,700
円（食事をする場合
は 1卓 600円追加）

大中町 3417-1
☎ 70-7131

天下野町 1629
☎ 87-0543

赤土町 2408
☎ 76-9000

そ
ば
打
ち
体
験

「
常
陸
秋
そ
ば
」
を
自
分
の
手

で
作
っ
て
食
べ
て
み
た
い
人
の
た

め
に
、
市
内
に
は
そ
ば
打
ち
体
験

が
で
き
る
施
設
が
あ
り
ま
す
。

里
美
ふ
れ
あ
い
館
で
は
、
常
陸

秋
そ
ば
の
粉
を
混
ぜ
る
水
ま
わ
し

か
ら
、
ね
り
・
延
し
・
切
り
・
ゆ

で
る
ま
で
、
一
連
の
11
工
程
を
講

師
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
な
が
ら

体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
そ
ば
工
房
や
、
ふ
る
さ

と
セ
ン
タ
ー
竜
っ
ち
ゃ
ん
乃
湯
で

も
そ
ば
打
ち
体
験
を
楽
し
む
こ
と

が
で
き
ま
す
。 

当館では、里美産のそば粉を

100％使用し、そば打ち体験を
行っています。

学校行事などで子どもたちの利

用が多いですが、会社の社員研

修でも活用されているんですよ。

湿度による水の加減や、切り方

などででき上がりが違ってきま

すが、実際に自分で打って食べ

るそばは格別。また、準備から

片付けまで、できるだけ材料を

無駄にしない作り方や、作った

ものは全部食べることなども、

子どもたちには教えています。

食文化の継承のためにも、多く

の人にそば打ちを体験してもら

いたいですね。

里美ふれあい館  

支配人  小室  貞良 さん

「
Ｓ
Ｏ
Ｂ
Ａ
‐
Ｄ
Ｏ 

蕎

麦
道
」
〜
蕎
麦
の
名
店

ガ
イ
ド

本
市
内
に
あ
る
41
の
そ
ば
店
を

紹
介
し
た
小
冊
子
で
す
。

「
常
陸
秋
そ
ば
」
発
祥
の
地
で

あ
る
本
市
に
は
、
訪
れ
た
人
に
お

い
し
い
そ
ば
を
味
わ
っ
て
も
ら
い

た
い
と
願
う
人
が
た
く
さ
ん
い

ま
す
。「
Ｓ
Ｏ
Ｂ
Ａ-

Ｄ
Ｏ
」
は
、

そ
の
思
い
を
届
け
、
実
際
に
会
い

に
来
て
い
た
だ
く
た
め
の
架
け
橋

と
な
る
冊
子
で
す
。

「
Ｓ
Ｏ
Ｂ
Ａ
」・
・
・
蕎
麦
・
傍

「
Ｄ
Ｏ
」・
・
・
行
動
す
る

 「
Ｓ
Ｏ
Ｂ
Ａ
‐
Ｄ
Ｏ
」・
・
・
蕎

麦
道
・
そ
ば
の
道
（road  of  

SOBA

）

 「
Ｓ
Ｏ
Ｂ
Ａ
‐
Ｄ
Ｏ
」・
・
・
そ

ば
、
ど
う
？

こ
れ
ら
の
意
味
を
タ
イ
ト
ル
に

込
め
て
作
成
し
た
こ
の
「
Ｓ
Ｏ
Ｂ

Ａ
‐
Ｄ
Ｏ
」
と
一
緒
に
「
常
陸
秋

そ
ば
」
を
ゆ
っ
く
り
味
わ
っ
て
く

だ
さ
い
。

常
陸
秋
そ
ば
に
触
れ
、楽
し
む

常
陸
秋
そ
ば
に
触
れ
、楽
し
む

多
く
の
人
に
、そ
ば
打
ち
を
体
験
を
し
て
も
ら
い
た
い ―

～特集１～ 常陸秋そば ― その魅力と可能性 ―

「
つ
け
け
ん
ち
ん
そ
ば
」
は
、

本
市
の
代
表
的
な
郷
土
料
理
。

「
常
陸
秋
そ
ば
」
の
主
な
生
産

地
で
あ
る
赤
土
町
は
山
里
の
た
め
、

田
が
少
な
く
米
が
収
穫
で
き
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
ば
が
主
食

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

け
ん
ち
ん
は
、
鍋
を
火
に
か
け

て
、
菜
種
油
で
大
根
、
人
参
、
ゴ

ボ
ウ
、
里
芋
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
、
豆

腐
な
ど
に
、
里
芋
の
葉
茎
を
乾
燥

さ
せ
た
芋
が
ら
を
水
で
戻
し
て
加

え
て
炒
め
、
だ
し
汁
を
入
れ
、
味

噌
や
醤
油
で
味
付
け
を
し
ま
す
。

各
家
庭
に
そ
れ
ぞ
れ
の
味
が

あ
っ
て
、
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の

で
す
。

つ
け
け
ん
ち
ん
そ
ば
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そ
ば
オ
ー
ナ
ー
制

遊
休
農
地
の
解
消
・
景
観
形

成
、「
常
陸
秋
そ
ば
」
の
普
及

を
目
的
に
行
わ
れ
て
い
る
常
陸

秋
そ
ば
オ
ー
ナ
ー
制
は
、
赤
土

町
と
下
宮
河
内
町
地
内
で
オ
ー

ナ
ー
専
用
の
畑
を
割
り
当
て
、

種
蒔
き
や
刈
取
り
、脱
穀
と
い
っ

た
栽
培
作
業
を
、
オ
ー
ナ
ー
自

ら
が
す
べ
て
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

今
年
の
そ
ば
オ
ー
ナ
ー
は
23

組
が
登
録
。
オ
ー
ナ
ー
の
ほ
と

ん
ど
は
市
外
の
家
族
や
グ
ル
ー

プ
な
ど
で
、
本
物
の
「
常
陸
秋

そ
ば
」
の
味
を
自
分
で
作
ろ
う

と
、本
市
で
汗
を
流
し
て
い
ま
す
。

 

そばを楽しむ主な市民グループ
団体名 問い合わせ

いばらき蕎麦の会 ㈶グリーンふるさと振興機構内
（木崎二町 ☎ 72-2266）

まいづる蕎麦の会 山口茂樹（木崎二町 ☎ 72-5311）
金砂郷蕎麦愛好会 宮本　弘（中野町 ☎ 76-1031）

遊蕎塾 須賀川昭二
（木崎二町 ☎ 080-1368-8881）

水府そば愛好会 和田範政（和久町☎ 85-1317）
美しい里づくり委員会 里美産業建設課（☎ 82-2770）
金砂郷常陸秋そばオー
ナー制推進協議会 金砂郷産業建設課（☎ 76-2117）

常陸秋そばの郷まもりたい 海老根信夫（赤土町☎ 76-9605）

地
域
ぐ
る
み
で
耕
作
放

棄
地
を
解
消

赤
土
町
で
は
地
域
住
民
で
「
常

陸
秋
そ
ば
の
郷
ま
も
り
た
い
」
を

結
成
し
、
町
内
の
３
カ
所
の
耕
作

放
棄
地
50
ア
ー
ル
を
、
住
民
み
ん

な
が
協
力
し
て
耕
し
て
い
ま
す
。

そ
ば
栽
培
の
地
力
回
復
の
た
め

緑
肥
と
し
て
ク
リ
ム
ソ
ン
ク
ロ
ー

バ
ー
を
「
赤
土
町
の
花
」
と
し
て

育
て
、
耕
作
放
棄
地
の
再
生
や
里

山
の
景
観
保
全
に
役
立
て
る
試
み

を
開
始
。
今
年
5
月
中
旬
に
ク
リ

ム
ソ
ン
ク
ロ
ー
バ
ー
の
真
っ
赤
な

花
が
満
開
に
な
り
、
そ
の
後
、
そ

ば
栽
培
に
向
け
て
耕
さ
れ
、
秋
に

は
白
い
そ
ば
の
花
が
広
が
る
美
し

い
景
色
が
広
が
り
ま
し
た
。

耕
作
放
棄
地
の
解
消
に
よ
り
、

景
観
整
備
と
そ
ば
栽
培
の
取
り
組

み
が
地
域
ぐ
る
み
で
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

旧金砂郷町時代からそば好きが

集まり、会員それぞれがそば打

ちを楽しんでいます。現在の会

員は 10人で、みな自前のそば
打ち道具を持っており、地元の

イベントなどがあるときは、自

慢のそば打ちを披露したりもし

ますよ。

「常陸秋そば」を広めていくに

は、実際に食べてもらえる機会

が必要ではないかと思います。

会員各々がそば打ちを楽しみ、

いろいろな人にそばを振舞う。

そうして、そばの味のみならず、

そばを通じて人の輪も広がって

いくことでしょう。

金砂郷蕎麦愛好会

会長  宮本  弘 さん

そ
ば
好
き
の
グ
ル
ー
プ

市
内
で
は
、
そ
ば
好
き
の
方
が

集
ま
り
、
常
陸
秋
そ
ば
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
で
販

売
し
た
り
、
独
自
で
そ
ば
打
ち
の

勉
強
会
を
行
う
な
ど
、
様
々
な
グ

ル
ー
プ
が
そ
ば
を
通
じ
て
活
動
し

て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
が
主
催
す
る
イ
ベ
ン

ト
の
み
な
ら
ず
、
地
域
の
祭
り
な

ど
で
も
、「
常
陸
秋
そ
ば
」
を
楽

し
め
る
機
会
が
増
え
て
い
ま
す
。

地
域
の
そ
ば
打
ち
名
人
が
自
慢

の
腕
を
振
る
い
、
祭
り
の
見
物
人

に
振
る
舞
う
こ
と
で
、
そ
ば
の
味

は
磨
か
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

い
ろ
い
ろ
な
地
域
の
そ
ば
の
味
が

楽
し
め
る
の
も
、
地
域
の
つ
な
が

り
が
残
る
本
市
な
ら
で
は
の
こ
と

で
す
。

そ
ば
を
通
じ
て
、人
の
輪
も
広
が
っ
て
い
く ―

ち
ょ
っ
と
豆
知
識

水
府
タ
バ
コ

本
市
の
そ
ば
の
歴
史
を
た
ど
っ

て
い
く
と
、
江
戸
時
代
か
ら
代
表
す

る
特
産
品
に
、
そ
ば
の
裏
作
の
も
と

と
な
っ
た
「
水
府
タ
バ
コ
」
が
あ
り

ま
す
。

１
６
０
８
年
（
慶
長
13
年
）
に

現
赤
土
町
で
試
作
が
始
ま
っ
た
と
い

わ
れ
、
徳
川
光
圀
公
に
献
上
、
高

い
評
価
を
得
た
後
、
藩
の
保
護
奨
励

も
あ
り
、
赤
土
、
上
利
員
、
中
利
員
、

東
連
地
、
天
下
野
、
小
里
、
町
屋
な

ど
の
地
域
は
、
タ
バ
コ
の
名
産
地
と

し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

明
治
40
年
に
水
府
タ
バ
コ
は
皇

室
御
料
用
に
指
定
さ
れ
、
赤
土
の
模

範
農
家
28
人
が
納
入
し
た
の
が
始
ま

り
で
、
昭
和
20
年
ま
で
続
き
ま
す
。

水
府
タ
バ
コ
は
地
域
住
民
の
経

済
を
支
え
る
主
要
農
産
物
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
旧
水
府
村
の
村
名
理
由

の
一
つ
と
さ
れ
ま
し
た
。
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ち
ょ
っ
と
豆
知
識

そ
ば
の
品
種

そ
ば
は
日
本
全
国
で
生
産
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
安
定
生
産
に
寄
与
す
る
道
県
の
奨

励
品
種
に
は
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
南
北
に
長
く
連
な
る
日
本
列

島
は
、
北
と
南
で
は
気
候
風
土
が
大
き
く

異
な
る
の
で
、
そ
ば
の
品
種
に
つ
い
て
も
、

そ
の
地
の
気
候
風
土
に
適
し
た
品
種
、
い

わ
ゆ
る
在
来
種
が
数
多
く
存
在
し
て
い
ま

す
。品

種
に
よ
っ
て
は
、
実
の
大
き
さ
、
色

調
、
食
味
、
収
穫
量
、
栽
培
日
数
な
ど
も

異
な
り
ま
す
。

奨励品種 作付面積（H22）

北海道 キタワセそば・キタユキ・
キタノマシュウ・牡丹そば 15,400ha

青森県 階上早生（はしかみわせ） 1,810ha
岩手県 岩手早生・岩手中生 1,060ha
山形県 最上早生・でわかおり 4,110ha
福島県 会津のかおり 3,450ha
新潟県 とよむすめ 1,520ha
茨城県 常陸秋そば 2,370ha

長野県 信濃１号・しなの夏そば・
開田早生・信州大そば 2,960ha

宮崎県 みやざきおおつぶ 544ha

様
々
な
イ
ベ
ン
ト
で　

そ
ば
を
Ｐ
Ｒ

毎
年
、
金
砂
郷
地
区
で
開
催
さ

れ
て
い
る
「
常
陸
秋
そ
ば
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
」
は
、
旧
金
砂
郷
町
時

代
の
平
成
９
年
か
ら
開
催
さ
れ
て

い
る
イ
ベ
ン
ト
で
す
（
今
年
は
11

月
12
日
土
・
13
日
日
に
宮
の
郷
工

業
団
地
で
開
催
）。
新
そ
ば
食
べ

歩
き
コ
ー
ナ
ー
で
は
東
京
や
栃
木
、

福
島
、
広
島
か
ら
の
出
店
が
あ
り
、

様
々
な
そ
ば
を
楽
し
め
ま
す
。

ま
た
、「
茨
城
の
そ
ば
ま
つ
り

in
２
０
１
１
」
と
し
て
、
本
市
を

は
じ
め
、
大
子
町
や
日
立
市
、
土

浦
市
な
ど
、
県
内
各
地
で
も
常
陸

秋
そ
ば
を
楽
し
め
る
多
く
の
イ
ベ

ン
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

10
月
22
日
に
は
、
東
京
銀
座
の

茨
城
県
の
特
産
品
や
魅
力
を
伝
え

る
ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
「
黄
門
マ

ル
シ
ェ
」
で
、
Ｊ
Ａ
茨
城
み
ず
ほ

と
市
が
、
本
市
産
コ
シ
ヒ
カ
リ
や

柿
と
と
も
に
「
常
陸
秋
そ
ば
」
を

販
売
し
ま
し
た
。

11
月
23
日
水
に
は
、
東
京
タ

ワ
ー
正
面
玄
関
に
出
店
し
、「
常

陸
秋
そ
ば
」
の
味
と
名
を
都
市
部

に
も
積
極
的
に
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
ま

す
。

「常陸秋そば」を楽しみに来て

くれるお客様に「味が変わった

ね」と言われないよう、先輩方

から伝わる味を、ずっと変わら

ないままお届けしています。

常陸秋そばの魅力は、色と香

り、そして、かみ締めていくと

甘みが出ること。北海道や広島

などのイベントに参加して、常

陸秋そばの PRを行ってきた結
果、徐々にではありますが名は

広まってきていると思います。

これからもっと「常陸秋そば」

を PRして、全国の人に食べて
もらいたいです。

そば工房

店長  岡崎  優美子 さん

常
陸
秋
そ
ば

　
　
　

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

■
と　

き　

　
　

11
月

12
日
土
・

13
日
日

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

■
と
こ
ろ　

宮
の
郷
工
業
団
地

■
内
容

　

 

新
そ
ば
食
べ
歩
き
コ
ー

ナ
ー
／
特
産
物
直
売

コ
ー
ナ
ー
／
そ
ば
打
ち

体
験
教
室
（
参
加
料
１

卓
2
千
円
・
１
日
36
組

限
定
）
／
ス
テ
ー
ジ
イ

ベ
ン
ト　

な
ど

問 金砂郷産業建設課
（☎ 76‐2117）

―常陸秋そばを味わえるイベント―

常陸太田秋まつり
（11月 19日土・20日日、鯨ケ丘商店街）
竜神峡紅葉まつり
（11月 27日日まで、竜神大吊橋）
里美新そば祭
（11月 12日土・13日日、里美ふれあい館
イベント広場）
常陸秋そば in東京タワー
（11月 23日水、東京タワー正面玄関）

常
陸
秋
そ
ば
の
味
と
名
を
全
国
へ

色
、香
り
、甘
み
と
い
っ
た
魅
力
を
全
国
の
人
に ―

～特集１～ 常陸秋そば ― その魅力と可能性 ―
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常
陸
太
田
は
「
常
陸
秋
そ
ば
」

の
発
祥
の
地
。

「
常
陸
秋
そ
ば
」
の
味
と
名
を

全
国
に
広
め
、
一
人
で
も
多
く
の

方
に
食
べ
て
も
ら
う
た
め
、
本
市

内
で
は
、
Ｊ
Ａ
茨
城
み
ず
ほ
や
地

産
地
消
推
進
協
議
会
、
㈶
グ
リ
ー

ン
ふ
る
さ
と
振
興
機
構
、
常
陸
太

田
市
常
陸
秋
そ
ば
協
議
会
な
ど

様
々
な
団
体
が
連
携
し
て
、「
常

陸
秋
そ
ば
」
の
知
名
度
ア
ッ
プ
や

消
費
拡
大
に
向
け
た
取
り
組
み
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

常陸太田市常陸秋そば協議会

会長  名田部  治 さん

本協議会では「常陸

秋そば」の名を全国

に広めようと、今の

品質をさらに向上させるための研究をして

います。

例えば、生産振興専門部会では、いかにし

て畑の土の質を上げるかの研究をしていま

す。土の質が悪いと、いいそばはできません。

土の質を上げれば、そばの品質も向上させ

ることができると思います。

また、同時に「常陸秋そば」を市外に PRす
ることが大切で、質を上げるとともに、常

陸秋そばの知名度を上げていかなければな

りません。

そのためには、生産者だけでなく、製粉業

の方、販売する方、農協、行政とが連携して、

まちをあげて「常陸秋そば」の質を上げて

PRしていけば、全国でも「常陸秋そば」を
食べてもらえると思います。

常
陸
太
田
か
ら
、
常
陸
秋
そ
ば
の

常
陸
太
田
か
ら
、
常
陸
秋
そ
ば
の

味
と
名
を

味
と
名
を
全
国
へ

全
国
へ

広
が
る
常
陸
秋
そ
ば
の

Ｐ
Ｒ
活
動

本
県
は
全
国
有
数
の
生
産
量
を

誇
る
、
そ
ば
の
主
産
県
で
あ
り
、

県
が
奨
励
す
る
品
種
で
あ
る
「
常

陸
秋
そ
ば
」
は
、
そ
ば
店
な
ど
か

ら
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

全
国
的
に
は
茨
城
の
そ
ば
の
知
名

度
は
ま
だ
ま
だ
で
す
。

こ
の
た
め
県
で
は
、
平
成
20
年

度
か
ら
本
県
産
そ
ば
の
イ
メ
ー
ジ

ア
ッ
プ
お
よ
び
需
要
拡
大
を
図
る

た
め
、
販
促
活
動
や
「
常
陸
秋
そ

ば
」
の
広
報
宣
伝
、
需
要
拡
大
に

向
け
た
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

常
陸
秋
そ
ば
振
興
協
議
会
で
は
、

「
常
陸
秋
そ
ば
使
用
店
」
紹
介
制

度
に
よ
る
店
舗
の
紹
介
を
し
て
い

ま
す
。

ま
た
、
テ
レ
ビ
朝
日
放
送
「
磯

山
さ
や
か
の
旬
刊
！
い
ば
ら
き
」

や
、
県
広
報
誌
ひ
ば
り
、
Ｉ
Ｂ
Ｓ

茨
城
放
送
な
ど
で「
常
陸
秋
そ
ば
」

の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
大
々
的
に
告

知
。更

に
、
観
光
業
者
と
タ
イ
ア
ッ

プ
し
て
「
常
陸
秋
そ
ば
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
」
の
開
催
に
合
わ
せ
た

県
内
日
帰
り
バ
ス
ツ
ア
ー
を
企
画

す
る
な
ど
、
県
の
特
産
品
と
し
て

常
陸
秋
そ
ば
の
Ｐ
Ｒ
に
力
を
入
れ

て
い
ま
す
。

ま
ち
を
あ
げ
て
、常
陸
秋
そ
ば
の
Ｐ
Ｒ
を ―
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プレミアム商品券は、11月下旬より
常陸太田市商工会（本所、金砂郷・水府・里美支所）

などで販売いたします。

ちゃん

福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
の
影
響

に
よ
り
、
本
県
産
の
茶
か
ら
国
が
定
め
る
暫

定
規
制
値
を
超
え
る
放
射
性
セ
シ
ウ
ム
が
検

出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
現
在
、
出
荷
制
限
の

指
示
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

来
年
の
一
番
茶
に
お
け
る
放
射
性
セ
シ
ウ

ム
の
含
有
量
を
よ
り
少
な
く
す
る
た
め
、
自

家
用
茶
を
含
め
、
茶
樹
を
管
理
さ
れ
て
い
る

皆
さ
ん
は
、
次
の
と
お
り
管
理
の
徹
底
に
努

め
て
く
だ
さ
い
。
ご
協
力
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

〈
必
要
な
管
理
作
業
〉

枝
の
刈
り
込
み
は
秋
と
春
の
２
回
行
い
ま

し
ょ
う
。

放
射
性
セ
シ
ウ
ム
濃
度
低
減
の

た
め
お
茶
の
枝
の
刈
り
込
み
を

問 

茨
城
県
農
業
総
合
セ
ン
タ
ー 

山
間
地
帯
特
産
指
導

所
（
☎
０
２
９
５
‐
74
‐
０
８
２
１
）
／ 

茨
城
県

農
林
水
産
部 

産
地
振
興
課 

果
樹
花
き
・
特
産
グ

ル
ー
プ
（
☎
０
２
９
‐
３
０
１
‐
３
９
５
４
）・
農

業
経
営
課 

技
術
普
及
室
（
☎
０
２
９
‐
３
０
１
‐

３
８
４
４
）

そ
ば
の
放
射
性
物
質
測
定

結
果市

で
は
、
10
月
13
日
に
金
砂
地
区

で
、
27
日
に
は
染
和
田
地
区
で
採
取

し
た
「
玄
そ
ば
」
の
放
射
性
物
質
（
セ

シ
ウ
ム
）
の
測
定
調
査
を
行
い
ま
し

た
。
結
果
に
つ
い
て
は
、
玄
そ
ば
か

ら
は
放
射
性
物
質
は
検
出
さ
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。

ま
た
、
10
月
24
日
に
県
で
も
市
内

３
カ
所
の
玄
そ
ば
を
採
取
し
て
検
査

を
行
っ
た
結
果
、
同
じ
く
放
射
性
物

質
は
検
出
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

＊ 

「
検
出
せ
ず
」
と
は
、
放
射
性
セ
シ
ウ
ム

が
存
在
し
な
い
か
、
定
量
下
限
値
（
正
確

に
測
定
で
き
る
最
小
の
値
）
未
満
の
こ
と

① 

秋
の
刈
り
込
み
は
今
の
時

期
に｢

深
刈
り｣

、｢

中

切
り｣

な
ど
を
強
く
行
う

と
枯
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り

ま
す
の
で
軽
め
に
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

② 

春
の
刈
り
込
み
は
、
秋
の

刈
り
残
し
分
を
刈
り
落
と

す
よ
う
に
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

﹇
シ
リ
ー
ズ
﹈

﹇
シ
リ
ー
ズ
﹈
風
評
被
害
を
吹
き
飛
ば
そ
う
！

風
評
被
害
を
吹
き
飛
ば
そ
う
！    

　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
ん
ば
ろ
う
常
陸
太
田
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
ん
ば
ろ
う
常
陸
太
田
！    

④④

１
枚
、
１
千
円
の
商
品
券

１
枚
、
１
千
円
の
商
品
券

1111
枚
つ
づ
り

枚
つ
づ
り

ど
こ
で
商
品
券
は
利
用
で

き
る
の
？

市
内
の
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
ポ
ス

タ
ー
や
、
の
ぼ
り
の
あ
る
店
舗
で
利

用
で
き
ま
す
。

小
売
店
で
の
利
用
に
限
ら
ず
、
参

加
い
た
だ
い
て
い
る
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ

ン
ド
、
理
容
所
、
美
容
院
、
飲
食
店
、

印
刷
所
、
ゴ
ル
フ
場
、
ク
リ
ー
ニ
ン

グ
店
、
農
機
具
店
な
ど
で
幅
広
く
ご

利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

ま
た
、
震
災
に
よ
る
家
屋
の
修
繕

等
に
も
お
使
い
い
た
だ
け
ま
す
。

※ 

現
金
、
商
品
券
、
ビ
ー
ル
券
、
図
書
券
、

印
紙
、
切
手
、
宝
く
じ
等
の
購
入
や
、

公
共
料
金
の
支
払
い
、
事
業
者
の
仕

入
れ
等
に
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
使

用
期
限
は
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で

で
す
。

プ
レ
ミ
ア
ム
率
は
ど
の

く
ら
い
？

１
冊
１
万
１
千
円
の
商
品
券
を
、

１
万
円
で
販
売
し
ま
す
。
つ
ま
り

１
千
円
分
（
10
％
）
が
お
得
！

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て
、
ま
ち
の

元
気
を
出
す
た
め
に
、
常
陸
太
田
市
商
工
会
（
伊

村
智
安
会
長
）
で
は
、
市
内
の
商
店
で
利
用
で
き

る
「
震
災
復
興
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
」
を
発
売

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

発
売
は
11
月
下
旬
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

震
災
震
災
復
興
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

復
興
プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券

問 

常
陸
太
田
市
商
工
会
（
☎
72
‐
５
５
３
３
）
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お
お
た
家
の

収　入

現金収入合計 292,200円
給料 70,100円

パート収入 17,100円

親からの援助 205,000円

借金 24,000円
貯金とりくずし 2,000円
貯金利子や土地貸付 1,300円
繰越金 13,800円

333,300円 A…

貯金残高

ローン残高

180万 3千円

380万 4千円

❶市税
市民税や固定資産税など

❷使用料および手数料など
施設使用料や住民票の写しの交付手数料
など

❸地方交付税、国県支出金など
国や県からのお金

❹市債
銀行などから借りたお金

❺繰入金
市の貯金から引き出したお金や、他の会
計から繰り入れたお金

❼繰越金
昨年度残ったお金

家 計 簿家 計 簿
常
陸
太
田
市
の

財
政
状
況

平
成
22
年
度
の
一
般
会
計
と
特
別
会
計
、
２
つ
の
企
業
会

計
の
決
算
が
９
月
の
定
例
市
議
会
で
審
議
さ
れ
、
認
定
さ

れ
ま
し
た
。

今
回
は
常
陸
太
田
市
の
平
成
22
年
度
決
算
（
一
般
会
計
）

を
、
年
収
約
４
０
０
万
円
の
家
庭
の
家
計
に
見
立
て
、

１
カ
月
あ
た
り
の
家
計
簿
を
作
っ
て
み
ま
し
た
。

基金残高
市の一般会計に係る貯金の平成 22年度末
現在高 116億円

市債残高
市の一般会計に係る借金の平成 22年度末
現在高 245億円

❻財産収入
貯金利子や土地の貸付金など

今
日
は
わ
た
く
し
、

お
お
た
家
の
１
カ
月
の

家
計
簿
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

歳入
258億1,523万円

自主

31
0 ％
］

依
存
財
源

0％
］

39.2
101億485万円

17.9

国県国県支出金
466億1,018万円

4.74.74.7

その他
12億24411万円

7.2

市債
1818億6,050万円円

市税
54億3 103万円

5.0
13億2,056万円

使用料および
手数料など

4.0

繰越金
10億3,374万円

0.4

財産収入
9,916万円

❶

❷❷

❼❼❼

❺❺❺

❻❻❻

❸

❹

0.6

繰入金
1億5,280万円

平成22年度決算（一般会計）

【特集 2】1カ月の

10

家
計
簿

家
計
簿
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余ったお金

…

支　出

生活費合計 153,700円
食費 68,100円

医療費 37,000円

光熱費、衣料費など雑費 43,800円

車などの修理代 4,800円

子どもへの仕送り 38,200円
ローンの返済 44,600円
家屋の建築、改修 56,000円
貯金 12,700円
兄弟への援助 15,500円

❶人件費
市職員の給料や議員報酬など

❷扶助費
生活保護、障害者支援、医療
費助成など福祉に使ったお金

❸物件費
消耗品購入、委託料、光熱水費など

❹維持補修費
公共施設の維持補修費など

❺繰出金
国民健康保険や下水道事業な
ど他の会計へ繰り出したお金

❻公債費
市債の返済にあてたお金

❼普通建設事業費など
道路や学校など、公共施設の

建設・改修に必要なお金

❽積立金
市の貯金へ積み立てたお金

❾補助費など
補助金や貸付金など

　現在のローン

残高は 380万 4

千円です。貯金

は 180 万 3 千

円あります。家

の増改築で急な出費が必要になっ

たときや、将来の借金返済のために

資金を積み立てています。

歳出
248億4,065万円

13.6

物件費
33億8,920万円

11.9

繰出金
29億5,652万円

4.9

補助費など
12億1,903万円

4.0

積立金
9億8,229万円 1.5

維持補修費
3億7,171万円

21.2

人件費
52億7,022万円

17.5
43億3,246万円

普通建設
事業費など

13.9

公債費
34億5,623万円

❶

❷❷

❾❾

❽❽

❼❼
❺❺

❻❻
❸

❹

11.5

扶助費
28億6,299万

おおたさんちの
収入と支出は
どうだったの？

収入は 333,300円だったの
に対し、支出が 320,700円
で、12,600円の黒字となり
ました。

じゃあ安心だね。でも、その内容をみて

みると、決して余裕が

あるとはいえません。

給料とパート収入が家族で稼いだお金

ですが、それだけでは生活費やローン

の返済には到底足りていません。

そのうえ、子どもへの仕送りや兄弟へ

の援助、地震による家の改築もしなけ

ればならない状態です。実際には親か

らの援助に頼っている状況です。

貯金や借金は
どうなっているの？

今は家計が立ち行かな

くなるようなことはあ

りませんが、今後も経

費の削減に努めながら、

収入に見合った支出を

心がけたいと思います。

常陸太田市の平成 22年度決算を
年収約 400万円の家庭に見立ててみました。

市民一人あたりの
直接住民サービス経費　27万円
※人件費、公債費などを除く、直接住民サービスに使われたお金

A B－ = 12,600円

B320,700円

11

おおた家の

【特集 2】常陸太田市の財政状況　おおた家の家計簿
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区　　分 歳入決算額 前年度比 歳出決算額 前年度比

国 民 健 康 保 険 60億 5,986万円 △ 3.5％ 57億 303万円 △1.3％

老 人 保 健 1,179万円 △ 81.3％ 784万円 △84.7％

後 期 高 齢 者 医 療 5億 5,925万円 0.3％ 5億 5,793万円 0.5％

介 護 保 険 44億 3,251万円 3.7％ 43億 7,542万円 4.6％

下 水 道 事 業 13億 9,133万円 △ 28.1％ 13億 580万円 △ 31.1％

農 業 集 落 排 水 事 業 8億 3,465万円 △ 1.7％ 8億 47万円 △ 2.3％
戸別合併処理浄化槽
設 置 整 備 事 業

1億 1,402万円 △ 20.9％ 1億 577万円 △ 21.8％

簡 易 水 道 事 業 3億 2,497万円 △ 39.0％ 2億 9,212万円 △ 42.7％

宅 地 分 譲 事 業 3,869万円 1,111.9％ 92万円 24.1％

合　　計 137億6,707万円 △ 6.0％ 131億4,930万円 △ 5.6％

区分 常陸太田地区 金砂郷地区

水
道
事
業

給 水 人 口 37,539 人 11,056 人

給 水 戸 数 13,951 戸 3,831 戸

普 及 率 99.1 ％ 97.9 ％

年間配水量 4,906,143 ㎥ 1,287,602 ㎥

年間給水量 4,222,279 ㎥ 1,159,867 ㎥

給 水 原 価 172.29 円 309.41 円

公営企業会計

特別会計

◉国民健康保険
被保険者数（H22年度平均） 15,593人

一人あたり医療費 294,339円

◉後期高齢者医療
被保険者数（H22年度平均） 9,707人

一人あたり医療費 788,045円

◉介護保険
被保険者数（H23.3末） 16,839人

一人あたり給付費 243,711円

※ 一人あたりの医療費・給付
費を求めた各特別会計の歳
出決算額には、委託費や事
務的経費なども含まれてい
るため、被保険者数で割っ
ても一人あたり医療費・給
付費とは一致しません。

一人あたりの医

療費などを見て

みましょう

区　　分 収入決算額 前年度比 支出決算額 前年度比

水 道 事 業
収益的収入 10億 4,502万円 3.0％ 収益的支出 11億 327万円 7.4％

資本的収入 1億 6,880万円 △ 72.5％ 資本的支出 5億 4,615万円 △ 47.2％

工業用水道事業
収益的収入 9,043万円 △ 2.5％ 収益的支出 7,317万円 △ 7.9％

資本的収入 0万円 △ 100.0％ 資本的支出 4,228万円 △ 45.7％

区分 常陸太田地区 金砂郷地区

工
業
用
水
道
事
業

給水事業所 3 社 宮の郷工業団
地の立地企業
が利用してい
ないため、現
在は休止して
います。

年間契約水量 741,180 ㎥

年間配水量 721,181 ㎥

年間給水量 720,461 ㎥

［15,914人］
［289,636円］

［9,557人］

［638,388円］

昨年度

［16,965人］

［229,365円］

12

【特集 2】常陸太田市の財政状況　おおた家の家計簿
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特別会計 

水道事業公営企業会計 

市有財産

市では地方自治法に基づき、年 2
回、予算の執行状況をお知らせし

ています。

今年度上半期（平成 23年 9月 30
日現在）の歳入・歳出等の状況を

お知らせします。

平成23年度予算

執行状況

歳 入一般会計 
区　分 予算現額 収入済額 収入率

地方交付税 98億 1,670万円 88億 5,263万円 90.2%

市 税 53億 1,450万円 34億 6,188万円 65.1%

市 債 20億 4,370万円 0円 0％
国庫支出金 33億 358万円 8億 6,807万円 26.3%

県 支 出 金 13億 6,047万円 1億 2,256万円 9.0％
繰 入 金 22億 6,093万円 0円 0％
そ の 他 31億 7,063万円 18億 3,097万円 57.7％

合　計 272億7,051万円 151億3,611万円 55.5％

歳 出一般会計 
区　分 予算現額 支出済額 支出率

民 生 費 71億 3,740万円 29億 5,537万円 41.4％
公 債 費 34億 3,205万円 16億 310万円 46.7％
総 務 費 28億 8,477万円 10億 4,457万円 36.2％
土 木 費 30億 358万円 9億 7,097万円 32.3％
教 育 費 28億 7,625万円 10億 5,760万円 36.8％
衛 生 費 19億 5,914万円 6億 6,840万円 34.1％
そ の 他 59億 7,732万円 16億 1,603万円 27.0％

合　計 272億7,051万円 99億1,604万円 36.4％

区　　分 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 支出率

国 民 健 康 保 険 60億 640万円 27億 7,502万円 46.2％ 23億 3,232万円 38.8％
後 期 高 齢 者 医 療 5億 9,285万円 2億 472万円 34.5％ 1億 9,054万円 32.1％
介 護 保 険 45億 8,410万円 23億 3,237万円 50.9％ 18億 3,524万円 40.0％
下 水 道 事 業 22億 5,513万円 8億 1,474万円 36.1％ 5億 3,189万円 23.6％
農業集落排水事業 10億 7,504万円 2億 9,978万円 27.9％ 2億 3,985万円 22.3％
戸別合併処理浄化槽
設 置 整 備 事 業

1億 7,220万円 3,798万円 22.1％ 2,294万円 13.3％

簡 易 水 道 事 業 3億 3,389万円 1億 6,888万円 50.6％ 1億 2,448万円 37.3％

合　　計 150億1,961万円 66億3,349万円 44.2％ 52億7,726万円 35.1％

区分 予算現額 収入・支出済額 執行率

収益的
収入 11億 9,934万円 4億 2,175万円 35.2％

支出 11億 2,727万円 2億 8,005万円 24.8％

資本的
収入 4億 7,715万円 4万円 0.0％
支出 10億 4,645万円 1億 8,824万円 18.0％

工業用水道事業公営企業会計 
区分 予算現額 収入・支出済額 執行率

収益的
収入 9,554万円 4,921万円 51.5％

支出 7,566万円 1,665万円 22.0％

資本的
収入 0円 0円 0.0％
支出 4,292万円 2,138万円 49.8％

区分 内容

土地 約 311ha

山林 約 362ha

建物 281,596㎡

歳計現金 62億 5,458万円

各種基金 125億 9,772万円

有価証券 5,656万円



14

広報
ひたちお

おた

の歩み

創
刊
６
０
０
号

今
月
で

茨城県広報コン

クールで特選（1
位）を受賞。特集

や様々なコーナー

に市民の方が出演

し、行政と市民で

協働で作り上げた

紙面構成になって

います。

常陸太田市、金砂

郷町、水府村、里

美村が合併して、

新常陸太田市が誕

生。合併記念式典

などの様子を特集

で紹介しました。

第 1号［ 昭和 31年 3月 15日号 ］第 41号［ 昭和 39年 1月 5日号 ］

市
民
の
皆
さ
ん
に
支
え
ら
れ「
広
報
ひ
た
ち
お
お
た
」は

「
広
報
ひ
た
ち
お
お
た
」
の
記
念
す
べ
き
第
１
号
が
発
行
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
31

年
３
月
15
日
の
こ
と
。
そ
の
後
、
半
世
紀
の
歳
月
を
経
て
、
多
く
の
市
民
の
皆
さ

ん
の
ご
協
力
を
得
な
が
ら
、
平
成
23
年
11
月
で
６
０
０
号
を
迎
え
ま
し
た
。

昭和 36年 4月の第
27号で「市報ひた
ちおおた」に名称が

変更になった後、こ

の第 41号で「広報
ひたちおおた」の名

称が使われるように

なりました。

「常陸太田市政だよ

り」が発行。新聞の

ような紙面構成で、

国勢調査の結果や国

民健康保険、住民登

録届出など 4ページ
にわたり説明されて

います。

第 586号［ 平成 22年 9月号 ］ 第 517号［ 平成 16年 12月号 ］

金井町に新市庁舎

（現在の本庁舎）が

完成したため、6
月 号 と 7 月 号 の
間に特集号を発行。

新市庁舎の概要や

位置図がこと細か

に紹介されていま

す。

第 197号［ 昭和 53年  特集号 ］

市
民
と
市
の
架
け
橋
と
し
て

「
広
報
」
の
語
源
は
「Public 

Relations

（
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
リ
レ
ー

シ
ョ
ン
ズ
）」
で
、「
情
報
等
の
相

互
発
信
に
よ
っ
て
、
お
互
い
の

間
に
い
い
関
係
＝
信
頼
関
係
を
つ

く
っ
て
い
く
こ
と
」
で
す
。
市
が

行
う
広
報
は
、
市
民
と
市
と
の
関

係
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
市
が
行
っ
て
い
る

事
業
や
施
策
を
、
市
民
の
皆
さ
ん

へ
迅
速
か
つ
的
確
に
、
分
か
り
や

す
く
お
伝
え
す
る
広
報
紙
の
役
割

は
と
て
も
重
要
で
あ
り
、
ま
さ
に

市
民
と
市
の
架
け
橋
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

よ
り
読
み
や
す
く
親
し
み
や

す
く

「
広
報
ひ
た
ち
お
お
た
」
は
、
文

字
の
大
き
さ
や
文
章
表
現
、
レ
イ

ア
ウ
ト
な
ど
の
読
み
や
す
い
紙
面

へ
の
工
夫
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

行
政
側
の
一
方
向
か
ら
の
視
点
で

は
な
く
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
立
場

か
ら
「
読
み
た
い
紙
面
づ
く
り
」

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

特
集
記
事
や
様
々
な
コ
ー
ナ
ー

を
設
け
、
多
く
の
市
民
の
皆
さ
ん

に
出
演
し
て
い
た
だ
き
、
親
し
み

や
す
い
広
報
紙
を
目
指
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
広
報
紙
が
皆
さ
ん
に
よ

り
身
近
な
も
の
に
な
る
よ
う
、
市

内
の
公
民
館
や
コ
ン
ビ
ニ
、
金
融

機
関
、
Ｊ
Ｒ
常
陸
太
田
駅
な
ど
に

も
、
広
報
紙
と
広
告
ポ
ス
タ
ー
を

配
置
し
て
い
ま
す
。
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朗
読
音
訳
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
「
せ
せ
ら
ぎ
」

（
鈴
木
葉
子
会
長
）
は
、
目
の
不
自
由
な
方

に
広
報
紙
を
音
訳
し
、
情
報
と
し
て
受
け

取
れ
る
よ
う
に
と
、
市
社
会
福
祉
協
議
会

の
朗
読
講
座
を
受
講
し
た
方
で
平
成
16
年

に
組
織
さ
れ
ま
し
た
。

「
せ
せ
ら
ぎ
」
で
は
、
広
報
ひ
た
ち
お
お

た
、
ひ
た
ち
お
お
た
お
知
ら
せ
版
、
生
涯

学
習
情
報
誌
フ
ォ
ン
ズ
、
お
お
た
の
福
祉

を
読
み
上
げ
て
（
音
訳
）、
カ
セ
ッ
ト
テ
ー

プ
に
録
音
し
、
目
の
不
自
由
な
方
に
届
け

て
い
ま
す
。

《
声
の
広
報
紙
等
が
届
け
ら
れ
る
ま
で
》

① 

２
人
一
組
に
な
っ
て
広
報
紙
等
を
読
み

上
げ
、
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
録
音

② 

録
音
し
た
内
容
に
間
違
い
や
漏
れ
が
な

い
か
を
チ
ェ
ッ
ク

③ 

太
田
二
高
・
佐
竹
高
の
Ｊ
Ｒ
Ｃ
部
が
カ

セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
ダ
ビ
ン
グ

④
社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
郵
送

朗読音訳ボランティア  せせらぎ

声声で広報紙を届ける

現
在
、
広
報
紙
が
録
音
さ
れ
た
カ
セ
ッ

ト
テ
ー
プ
が
届
け
ら
れ
て
い
る
方
は
市
内

で
９
人
い
ま
す
。

「
グ
ラ
フ
や
表
、
イ
ラ
ス
ト
な
ど
を
説

明
す
る
た
め
の
読
み
方
が
難
し
い
で
す
ね
。

そ
れ
と
読
ん
で
い
く
順
番
に
工
夫
が
必
要
。

聞
き
取
り
や
す
く
、
正
確
に
情
報
を
伝
え

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま

す
」
と
話
す
会
員
の
皆
さ
ん
は
、
毎
月
定

例
会
を
開
き
、
活か
つ
ぜ
つ舌

練
習
や
読
み
上
げ
る

ス
ピ
ー
ド
、
声
の
高
さ
な
ど
、
意
見
交
換

し
な
が
ら
熱
心
に
勉
強
し
て
い
ま
す
。

「
声
の
広
報
、
ひ
た
ち
お
お
た
11
月
号
を

お
届
け
し
ま
す―

」
と
、
テ
ー
プ
か
ら
聴

こ
え
て
く
る
「
せ
せ
ら
ぎ
」
の
皆
さ
ん
の

声
が
、
あ
た
た
か
い
思
い
と
一
緒
に
今
月

も
届
け
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

問 

社
会
福
祉
協
議
会
（
☎
73
‐
１
７
１
７
）

✿おめでとうございます
人
権
擁
護
活
動
で
法
務
大
臣
表
彰

10
月
５
日
、
永
年
に
わ
た
り
人

権
擁
護
活
動
に
尽
く
さ
れ
た
井
坂

昌ま
さ
お生

さ
ん
（
瑞
龍
町
）
が
法
務
大
臣

表
彰
を
受
け
ま
し
た
。

井
坂
さ
ん
は
、
平
成
12
年
４
月
１

日
か
ら
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で
、

４
期
に
わ
た
り
市
人
権
擁
護
委
員

と
し
て
活
躍
。
平
成
17
年
か
ら
は
市

人
権
擁
護
委
員
協
議
会
の
会
長
を
務

め
、
小
・
中
学
校
で
の
人
権
教
室
や

人
権
講
話
、
人
権
相
談
や
人
権
啓
発

活
動
な
ど
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
き

ま
し
た
。

今
回
の
受
賞
に
あ
た
り
、
井
坂
さ

ん
は
「
人
権
擁
護
委
員
と
し
て
活
動

し
て
、
人
権
と
い
う
も
の
は
と
て
も

幅
広
い
も
の
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。

人
権
相
談
に
来
た
方
が
『
来
て
良

か
っ
た
』、『
ス
ッ
キ
リ
し
た
』
と
喜

ん
で
帰
っ
て
い
か
れ
る
の
が
嬉
し
い

で
す
ね
。
こ
の
賞
は
、
先
輩
方
や
同

僚
、
法
務
局
や
市
、
学
校
の
先
生
方

な
ど
、
多
く
の
方
々
の
ご
協
力
の
お

か
げ
だ
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
に
は

本
当
に
感
謝
し
て
い
ま
す
」
と
、
受

賞
の
喜
び
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

法務大臣から委嘱され市町村で人権擁

護活動を行う方々で、人権侵害事件の調

査処理、人権相談、人権啓発活動などを

行い、本市では 10人の方々が人権擁護
委員として活動しています。

市内の各小・中学校を中心に、「人権作

文や人権書道の募集」「いじめをテーマに

した人権教室・人権講話の開催」「こども

の人権ＳＯＳミニレターの配付」「人権の

花運動」など、子どもへの人権啓発活動

に力を入れ、また、街頭啓発、特設人権

相談所の開設、出前相談所など、一年を

通じて様々な活動を行っています。

12月4日～10日は人権週間です！
ハートフルフェスタを開催します
◇とき　12月３日土 午後１時 30分～
◇ところ　生涯学習センター

人権擁護委員とは？

は今月で創刊 600号
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ひたちおおたの

巨木を語ろう全国
フォーラム開催！

10月 29日・30日、「第
24回 巨木を語ろう全国
フォーラム茨城・常陸太
田大会」が本市でついに
開催されたんじゃ。

29日はパルティホー
ルで第 18回全国巨樹・巨木林の会総会や、
巨木に関するパネルディスカッション、瑞
竜小児童によるミュージカルなどが行われ
たぞ。30日の巨樹めぐりツアーでは、市内
4つのコースに分かれ参加者はツアーを楽
しんだんじゃ。
全国レベルの大会を本市で開催できたこ

とで、本市の歴史と豊かな自然や、市民の
もてなしの心を全国にアピールできたこと
じゃろう。

毎
回
テ
ー
マ
が
変
わ
る
太
田
進
徳
幼
稚

園
が
主
催
す
る
「
す
く
す
く
デ
ー
」
が
、

10
月
12
日
に
太
田
小
の
校
庭
で
行
わ
れ
ま

し
た
。

す
く
す
く
デ
ー
は
、
未
就
園
児
と
在
園

児
が
様
々
な
交
流
を
通
じ
て
、
互
い
に
豊

か
な
心
身
を
育
ん
で
も
ら
お
う
と
年
６
回

ほ
ど
開
催
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
テ
ー
マ

は
「
運
動
会
ご
っ
こ
」
で
、
参
加
し
た

約
30
組
の
親
子
と
園
児
が
一
緒
に
な
っ
て
、

玉
入
れ
や
ダ
ン
ス
な
ど
を
楽
し
み
ま
し
た
。

問 

太
田
進
徳
幼
稚
園
（
☎
72
‐
０
３
１
７
）

　

○ 

今
後
の
予
定　

12
月
７
日
水
・
平
成
24
年
２

月
15
日
水　

午
前
９
時
15
分
〜
11
時　

＊ 

同
様
の
催
し
は
各
幼
稚
園
で
も
開
催
さ

れ
て
い
ま
す
。
詳
細
は
「
ひ
た
ち
お
お

た
お
知
ら
せ
版
」
に
掲
載
し
ま
す
の
で

ご
覧
く
だ
さ
い
。

園
児
と
一
緒
に
楽
し
い
時
間
を
「
す
く
す
く
デ
ー
」

　高貫町の妻の実家に届いた「ひ

たちおおたお知らせ版」を見て知りました。

　仕事の休みがとれたので、なか

なかない機会なので参加しました。「すくすくデー」

は、子どもが他の子どもたちと触れ合ういい機会

だと思います。

　子どもの笑顔を見たり、ど

んどん大きくなって、いろんな言葉を覚えたりす

るのは楽しいです。子どもには分からない出来事

だと思っていても、悲しい事があると涙を流した

り、ちゃんと子どもは成長しているんですね。
   父 さん (那珂市 )
   母 さん

子 くん
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今
月
は
内
堀
町

内堀町を走る県道常陸太田大子線の丁字路
（ヤクルト販売店隣）から北に向かって町内全
体を見守るような古刀比羅神社は、「こんぴら
さん」の通称で親しまれている由緒ある神社
です。海の安全である海路を守る神様と信じ
られ、海路のない旧太田町においては、陸路
と商業の発展を祈願する神様として尊ばれて
いました。現在の本殿は、明治 36年に旧太
田町の有志で建設されました。

町内の守り神、古
こ ん ぴ ら

刀比羅神社

 文化課エコミュージアム推進室（内線 541）

10月 8日、地域にある大切なもの、残
したい風景などを見つけて地域の活性化に
活かそうと春友町でお宝探しとマップ作り
が行われました。

3班に別れ、午前中は今まで見落として
いた地域の宝物になる自然環境や歴史的遺
産などを探索し、お昼は参加者で豚汁を作
り子どもたちは大喜びでお腹いっぱい食べ
ました。
午後からは、探し出したお宝でマップ

の作成を行い、班ごとの発表を行いました。
今後、地域の活性化に結び付けるため、作
成したお宝マップでハイキングコースなど

の整備を行う予定です。

内堀町では、子供会をはじめ氏子の皆さんと共に年３回（元旦・春・秋祭）
の祭りを行い、町内の安寧、交通安全、五穀豊穣、商売繁盛を祈っています。
時も流れ、平成の時代となり本殿も築 100数年を経過し、ところどころ
に老朽化が目立ち始め、補修の必要性が出てきました。町の由緒ある遺産
の継承のためにも、多くの方々の協力を得て補修をしていきたいです。

紹介者紹介者　
内堀町
髙和   剛 さん

来月は内堀町の

「内」つながりで、

内田町さんにお

願いします。

うちぼり

うちだ
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パ
ソ
コ
ン
操
作
や
エ
ク
セ
ル
、
ワ
ー
ド

な
ど
の
ソ
フ
ト
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
の

基
礎
か
ら
応
用
ま
で
全
般
的
に
講
師
を
務

め
て
い
ま
す
。

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
中
で
Ｉ
Ｔ

事
業
班
が
あ
り
、
半
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
内

容
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
講
座
の
進
め
方
な
ど

の
勉
強
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
自

分
自
身
で
も
テ
キ
ス
ト
を
予
習
し
、
実
際

に
自
分
で
パ
ソ
コ
ン
を
使
い
な
が
ら
、
受

講
さ
れ
る
方
が
ど
う
し
た
ら
で
き
る
か
、

続
け
ら
れ
る
か
を
常
に
考
え
な
が
ら
勉
強

し
て
い
ま
す
。

機
械
の
進
歩
は
速
く
、
機
能
な
ど
が
新

し
く
変
わ
る
の
で
、
改
め
て
い
ろ
い
ろ

と
勉
強
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
今
年
８
月

か
ら
の
講
座
も
、
１
年
ほ
ど
前
か
ら
ど
う

や
っ
て
い
こ
う
か
勉
強
し
て
き
ま
し
た
。

延
べ
４
０
０
人
ぐ
ら
い
の
受
講
者
と
お

会
い
で
き
て
、「
で
き
た
よ
」「
受
講
し
て

良
か
っ
た
」
と
聞
く
と
嬉
し
い
。
皆
さ
ん

の
お
手
伝
い
に
な
れ
ば
い
い
で
す
ね
。

退
職
前
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
関
係
の
仕

事
に
就
い
て
い
た
た
め
、
講
師
は
生
き
が

い
で
続
け
て
い
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
と
聞
く

と
何
と
な
く
敬
遠
さ
れ
が
ち
。
で
も
や
っ

て
み
る
と
便
利
で
面
白
い
で
す
よ
。

市
民
が
講
師
の

生
涯
学
習
講
座

「IT講習会」 講師
  常陸太田市シルバー人材センター

 吉本 光博 さん
　　  　　　（真弓町）

「IT講習会」とは？
ITとは ｢I

インフォメーション

nformation T
テ ク ノ ロ ジ ー

echnology 
（情報技術）｣ の略で、生涯学習セ

ンターのパソコンを利用して、初心

者のためのパソコン入門講座やワー

ド（文書作成）やエクセル（表計算）、

ホームページ作成などの講座を、シ

ルバー人材センターの方々が講師に

なって進める講座です。

＊  IT講習会の募集は終了しています。
来年度の講座の募集は平成 24年 4
月頃を予定しています。

問生涯学習センター（☎ 72-8888）

第 2回

Ｉア
イ
テ
ィ
ーＴ
講
習
会

平成21年度から始まった総務省の事業で、都市圏の住民が1～3年間、過疎地域に
住民票を移し地域で生活しながら、農林漁業の応援、水源保全・管理など様々な地域
協力活動をしていきます。　　RelierのBlog＊http://ameblo.jp/ykm-satomi3103/

秋も深まり、新米の時期を迎えましたね (*^_^*)　6月に田植えを経験した
Relier(ルリエ )、植えただけでは終われない !!ということで、おだがけと脱穀
の手伝いをしました。稲を刈るのは機械がやってくれますが、おだがけは手作

業…少人数ではかなり過酷な作業です (>_<；)　昔は一家総出、近所で助け合い
をしながらやったのかな～と現代の後継者不足なども考えながら、もくもくと

稲をかけていきました。

脱穀では機械のハイテクさに驚きながらも稲を外していきました。｢機械が

やってくれるから楽じゃん♪ ｣なんて余裕をみせていたのですが、藁を束ねた

り稲を掛けていた木をまとめたり、最後の片付けに一番体力を奪われました !!
綺麗に精米されたお米が簡単に手に入って当たり前に食べていたけど、お米

を作るのはとーっても大変なこと。今回の経験で、お米に対する意識が変わり

ました !!　自分たちで経験して感じたことを、農業体験ツアーなどを企画して
子どもや外部の人にも PRをし、農業と生活を身近なものとしてつなげたいなぁ
～と、採れたてのお米をいただきながら考えるのでした (●´･ω･` ●)

地域おこし協力隊の活動報告つながりぼんつながりぼんつながりぼんつながりぼんつながりぼんつながりぼん
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ＩＯＰＩＣＳCity events Hitachiota

年
に
一
回
の
指
定
文
化
財
一
般
公
開

大
分
県
臼
杵
市
き
っ
ち
ょ
む
史
談
会

二
孝
女
顕
彰
会
交
流
会

10
月
15
・
16
日
、
指
定
文

化
財
を
一
般
公
開
す
る
「
指

定
文
化
財
集
中
曝ば
く
り
ょ
う

涼
」
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

「
曝
涼
」
と
は
、
普
段
し

ま
っ
て
い
る
図
書
や
衣
類
、

道
具
な
ど
を
日
に
さ
ら
し
て

風
を
通
す
、
い
わ
ゆ
る
「
虫

干
し
」の
こ
と
。
ガ
ラ
ス
ケ
ー

ス
越
し
で
は
な
く
、
文
化
財

を
目
の
当
た
り
に
で
き
る
、

ま
た
と
な
い
機
会
で
す
。

増
井
町
に
あ
る
正し
ょ
う
じ
ゅ
う
じ

宗
寺
で

毎
年
行
わ
れ
て
い
た
曝
涼
が

平
成
19
年
度
か
ら
拡
大
し
て

開
催
さ
れ
、
今
年
は
13
カ
所

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

曝
涼
が
行
わ
れ
た
場
所
で

は
、
地
元
の
皆
さ
ん
が
案
内

や
受
付
を
務
め
た
り
、
交
通

整
理
や
食
べ
物
な
ど
を
販
売

＜指定文化財一般公開場所＞

正宗寺（増井町）

太田一高（栄町）

西光寺（下利員町）

菊蓮寺（上宮河内町）

青蓮寺（東連地町）

来迎院（大里町）

中染阿弥陀堂（中染町）

東染林業センター（東染町）

甲神社（常陸大宮市）

宝来館（棚谷町）

石塚珪化木館（西三町）

賀美発電所（上深荻町）

郷土資料館（西二町）

10
月
14
日
、「
二に
こ
う
じ
ょ

孝
女
物
語
」

の
子
孫
と
野
津
町
き
っ
ち
ょ
む

史
談
会
の
皆
さ
ん
を
中
心
と
し

た
「
二
孝
女
御
礼
訪
問
団
」
約

50
人
の
方
が
、
遠
く
大
分
県

臼う
す
き杵

市
か
ら
青

し
ょ
う
れ
ん蓮

寺
（
東
連
地

町
）
を
訪
れ
親
交
を
深
め
ま
し

た
。「

二
孝
女
物
語
」
と
は
、

２
０
０
年
前
の
江
戸
時
代
後
期

に
、
親
鸞
ゆ
か
り
の
地
巡
礼
の

途
上
で
病
に
倒
れ
た
父
親
を
迎

え
に
、
豊ぶ
ん
ご
の
く
に

後
国
臼
杵
藩
（
現
大

分
県
臼
杵
市
）
か
ら
青
蓮
寺
ま

で
１
２
０
０
km
を
旅
し
た
姉
妹

の
実
話
で
す
。

本
市
で
は
6
年
前
に
明
ら
か

に
な
り
、
研
究
を
通
じ
て
徐
々

正宗寺（増井町）青蓮寺（東連地町）中染阿弥陀堂（中染町）

来迎院（大里町）大里一心
会（堀江正会長）が、新米
の試食などでおもてなし

東染林業センター（東染町）
東染郷倉内に格納されてい
る文書群を展示

宝来館（棚谷町）　常陸太田
地方地域家庭博物館網水府分
館会員の所蔵物が並ぶ

に
臼
杵
市
と
親
交
を
深
め
、
昨

年
青
蓮
寺
の
檀
家
や
歴
史
研
究

者
を
中
心
と
し
て
「
豊
後
の
国

二
孝
女
顕け
ん
し
ょ
う
か
い

彰
会
」
が
結
成
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
顕
彰
会
が
中

心
と
な
り
、
交
流
を
進
め
今
回

の
訪
問
が
２
０
０
年
の
時
を
経

て
実
現
さ
れ
ま
し
た
。

歓
迎
式
典
で
、
き
っ
ち
ょ
む

史
談
会
の
吉
良
卓
美
会
長
は
、

「
や
っ
と
常
陸
太
田
に
御
礼
に

来
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
か

ら
も
末
永
い
お
付
き
合
い
が
で

き
れ
ば
嬉
し
い
」
と
あ
い
さ
つ
。

ま
た
、
多
く
の
手
土
産
の
ほ

か
、
今
回
も
臼
杵
商
業
高
校
を

は
じ
め
多
く
の
方
か
ら
震
災
の

義
援
金
が
市
に
届
け
ら
れ
、
訪

問
団
の
熱
い
気
持
ち
が
伝
わ
り

ま
し
た
。

し
た
り
と
、
地
域
を

あ
げ
て
一
般
公
開
を

盛
り
上
げ
ま
し
た
。
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中
染
町
阿
弥
陀
如
来
像
文

化
財
保
存
会
で
は
、
地
域
の

文
化
財
を
訪
れ
る
方
々
を
気

持
ち
よ
く
迎
え
よ
う
と
、
鋳

造
阿
弥
陀
如
来
像
が
安
置
さ

れ
て
い
る
中
染
町
阿
弥
陀
堂

周
辺
の
整
備
を
行
っ
て
い
ま

す
。こ

れ
ま
で
、
ト
イ
レ
や
駐

車
場
の
整
備
、
東
屋
の
建
設

を
地
域
の
住
民
や
小
学
生
と

一
緒
に
な
っ
て
進
め
て
き
ま

し
た
。
今
年
度
も
、
10
月
に

文
化
財
を
交
流
拠
点
に

【
中
染
町
阿
弥
陀
如
来
像
文
化
財
保
存
会
】

行
わ
れ
た
文
化
財
の
集
中
曝

涼
を
前
に
、
金こ
ん
せ
い精
様
を
納
め

る
小
堂
の
設
置
や
進
入
路
の

妨
げ
と
な
っ
て
い
る
桜
の
枝

の
伐
採
を
行
い
ま
し
た
。

住
民
の
交
流
拠
点
と
し
て

今
後
も
周
辺
整
備
を
進
め
て

い
き
ま
す
。

市民提案型まちづくり事業
自分たちの力で地域の課題を解決し、地域の活力を生み出そうとするグループや団体等を応援する事業で、4年目を
迎えた今年度は 22団体を採択しました。各団体の活動状況を随時紹介していきます。問市民協働推進課（内線 217）

▼▼▼
▼ ▼ ▼

代
表　

関
四
兵
衛
さ
ん
（
中
染
町
）

源
氏
川
を
き
れ
い
に
す
る

会
で
は
、
源
氏
川
に
隣
接
す

る
６
町
会
連
携
で
源
氏
川
沿

い
の
環
境
美
化
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。

５
月
か
ら
10
月
に
か
け
て
、

稲
木
町
か
ら
宮
本
町
の
源
氏

川
堤
防
に
点
在
す
る
14
カ
所

の
水
辺
空
間
（
水
辺
ま
で
降

り
ら
れ
る
階
段
）
周
辺
を
中

心
に
、
除
草
作
業
や
ゴ
ミ
拾

い
な
ど
の
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。

地
域
連
携
で
環
境
美
化

【
源
氏
川
を
き
れ
い
に
す
る
会
】　　
　
　

10
月
に
実
施
し
た
除
草

作
業
に
も
多
数
の
方
が
参
加

し
汗
を
流
し
ま
し
た
。
作
業

を
通
し
て
地
域
住
民
の
交
流

を
図
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
た
、

一
緒
に
作
業
し
て
く
れ
る
方

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

代
表　

菊
池
保
裕
さ
ん
（
西
三
町
）

皆さんのアイデアをまちづくりに!!

【新たに採択になった５団体】
区分 団体名 事業名 事業内容

はじめ

の一歩

事業

持方集落
白木山ハイキン
グコース整備

昨今の登山ブームや持方地区でのおもてなしなどの効果により年々来訪者が増加。登山者が安全に通
行できるよう約 1㎞のハイキングコースを整備します（ロープ・ベンチの設置、除草等）。

常陸太田市
大中町会

根岸のため池
景観整備

大中町にある根岸のため池周辺の休耕地が年々増加。地域の景観・環境保全から、休耕地にあやめな
どを植栽し、地域住民の憩いの場として整備を進めていきます。

郡戸親子
クラブ

郡戸地区地域
活性化

地域の子ども会や老人会・公民館等が連携して地域の活性化に取り組みます。学校での宿泊事業や、
世代間交流事業、地元のみこし保存事業など、地域ぐるみで青少年の健全育成を図ります。

市民提

案事業

常陸太田市折橋
芸（能・農）部

折橋地区地域
活性化

被災地の保育園等へカブトムシや地元の食材などを提供し、地域外住民との交流を深めるとともに、
カブトムシの飼育や休耕地を利用したそば・小麦の栽培も行い、地域の活性化・景観整備を進めます。

グループ
かわせみ

特産品開発・
特産品販売

地元の様々な食材を使った酢づくりを通して、生産者の生産意欲の向上を図っていくとともに、具体
的な商品化についても検討を重ね、特産品化を目指していきます。

谷
河
原
町
会
で
は
、「
ふ
れ

あ
い
ラ
ン
ド
谷
河
原
」
を
テ
ー

マ
に
遊
休
農
地
を
利
用
し
て

〝
木
道
の
あ
る
池
・
川
づ
く
り
〞

を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
池
や
木
道
の

整
備
、
植
物
の
植
栽
や
竹
林

の
整
備
を
行
い
、
今
年
６
月

に
は
５
月
に
植
栽
し
た
花
菖

蒲
２
千
本
の
う
ち
約
１
５
０

本
が
花
を
咲
か
せ
、
地
域
住

民
が
参
加
し
鑑
賞
会
も
行
わ

れ
ま
し
た
。

地
域
住
民
の
ふ
れ
あ
い
の
場
を

【
谷
河
原
町
会
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　

会
で
は
継
続
し
て
除
草
作

業
や
周
辺
の
散
歩
コ
ー
ス
な

ど
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、

隣
接
す
る
佐
竹
小
学
校
の
児

童
と
の
交
流
も
進
め
な
が
ら
、

地
域
住
民
の
ふ
れ
あ
い
の
場

づ
く
り
の
活
動
を
進
め
て
い

き
ま
す
。

代
表　

篠
原
勝
幸
さ
ん
（
谷
河
原
町
）

大
門
清
友
会
で
は
、
上
大

門
町
か
ら
瑞
龍
町
に
か
け
て

の
幹
線
道
路
の
除
草
作
業
・

ご
み
拾
い
を
は
じ
め
、
小
枝

払
い
や
花
壇
の
設
置
・
整
備

な
ど
の
環
境
整
備
を
行
っ
て

い
ま
す
。

地
域
の
居
住
者
と
出
身
者

で
構
成
さ
れ
、
作
業
や
活
動

の
際
に
は
地
域
外
に
居
住
し

て
い
る
出
身
者
も
駆
け
つ
け

る
と
い
う
強
い
絆
で
結
ば
れ

て
い
ま
す
。

地
元
パ
ワ
ー
で
環
境
整
備

【
大
門
清
友
会
】　　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
年
度
は
花
壇
の
整
備
や

除
草
作
業
に
加
え
、
９
月
に

は
八
重
桜
50
本
を
幹
線
の
道

路
沿
い
に
植
樹
し
ま
し
た
。

今
後
も
様
々
な
活
動
を
通

し
て
、
地
域
の
絆
を
深
め
て

い
き
ま
す
。

代
表　

助
川
良
さ
ん
（
上
大
門
町
）
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1111
月
は
月
は
男男
女女
共
同
参
画
推
進
月
間
で
す

共
同
参
画
推
進
月
間
で
す

〜
す
べ
て
の
市
民
が
一
つ
の
大
家
族
で
あ
る
よ
う
な
社
会
を
め
ざ
し
て
〜

〜
す
べ
て
の
市
民
が
一
つ
の
大
家
族
で
あ
る
よ
う
な
社
会
を
め
ざ
し
て
〜

男
女
共
同
参
画
社
会
と
は
、
男
女
の
人
権

が
尊
重
さ
れ
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
個
性

と
能
力
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
社
会
で
す
。

市
で
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
を
め

ざ
す
た
め
、
今
年
３
月
に
「
ひ
た
ち
お
お
た

絆
プ
ラ
ン
（
第
２
次
男
女
共
同
参
画
推
進
計

画
）」（
平
成
23
年
度
〜
平
成
32
年
度
）
を
策

定
し
ま
し
た
。

「
太
田
モ
デ
ル
」
実
現
の
た
め

の
市
の
取
り
組
み

め
ざ
す
社
会
像
を
「
太
田
モ
デ
ル
」
と
位

置
づ
け
、
各
種
事
業
を
通
じ
て
、
市
民
や
事

業
者
（
企
業
）、
地
域
活
動
団
体
等
の
皆
さ

ん
と
の
連
携
、
協
働
の
取
り
組
み
を
強
化
し
、

施
策
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

● 

市
民
の
代
表
「
男
女
共
同
参
画
推
進
員
」

に
よ
る
啓
発
活
動
の
実
施
、
ニ
ー
ズ
に
即

職
場
や
地
域
、
家
庭
な
ど
に
お
け
る
男
女

共
同
参
画
へ
の
関
心
と
理
解
を
深
め
、
推

進
活
動
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、

茨
城
県
で
は
11
月
を
「
男
女
共
同
参
画
推

進
月
間
」
と
し
て
い
ま
す
。

し
た
施
策
の
推
進

● 
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
な
ど
の
地
域

活
動
団
体
や
事
業
者
等
と
の
連
携
、
協
働
に

よ
る
施
策
の
推
進

● 

男
女
共
同
参
画
審
議
会
に
よ
る
施
策
推
進
の

た
め
の
調
査
、
審
議
等

す
べ
て
の
市
民
が
一
つ
の
大
き
な
家
族
の
よ

う
に
、互
い
に
思
い
や
り
や
支
え
合
い
の
心（
意

識
）
を
も
ち
、
幸
せ
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る

社
会
の
実
現
に
は
、
市
民
、
事
業
者
の
皆
さ
ん

と
市
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
と
責
任
を
共
に
担
い
、

連
携
し
て
取
り
組
む
こ
と
が
大
切
で
す
。

計
画
で
は
16
の
指
標
を
定
め
、
そ
の
達
成
の

た
め
、
啓
発
事
業
等
を
実
施
し
て
い
き
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
積
極
的
に
参
加
し
、
家
庭
や
地
域
活

動
の
中
で
、
男
女
共
同
参
画
に
つ
い
て
理
解
を

深
め
て
く
だ
さ
い
。

男女共同参画社会のイメージ

本市が目指す社会像「太田モデル」

すべての市民が、一つの大家族であるように、
互いに認め合い、責任を分かち合い、助け合
いながら、ともに幸せに生きるために自ら行
動し実践できる社会

男女共同参画社会の確立男女共同参画社会の確立男女共同参画社会の確立

＜本市の課題＞＜本市の課題＞

○過疎化  ○人口減少  ○少子高齢化○過疎化  ○人口減少  ○少子高齢化

［男女共同参画を取り巻く社会情勢］［男女共同参画を取り巻く社会情勢］人口減少人口減少

社会の到来や急速な高齢化、個人の価値観や社会の到来や急速な高齢化、個人の価値観や

ライフスタイルの多様化、家族や地域のつなライフスタイルの多様化、家族や地域のつな

がりの希薄化、経済活動の低迷による雇用環がりの希薄化、経済活動の低迷による雇用環

境の悪化境の悪化

みんなでつくる男女共同参画社会

　● 性別にかかわらず、子どもからお年寄りま
で、お互いに思いやり、認め合いましょう。

　● 家事、育児、介護など家庭の仕事を家族み
んなで協力して支え合いましょう。

　● 職場、家庭、地域の活動にバランス良く楽
しく参加できるよう、生活や働き方を見直

してみましょう。

　● 地域で行われるさまざまな活動に
　　男女がともに参画し、多彩な意

　　見を反映させましょう。
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国民年金通信　●●● 保険年金課年金医療係（内線 117 ･ 118）

年金に関する問い合わせ　　水戸北年金事務所 国民年金課 ☎ 029-231-2381

1 

口
座
振
替
で
納
め
る

場
合

　

納
め
忘
れ
る
こ
と
が
な
く
、
窓

口
ま
で
行
く
手
間
も
省
け
て
便
利

で
す
。
口
座
振
替
に
は
次
の
方
法

が
あ
り
ま
す
。

○
前
納
（
ま
と
め
て
納
付
）

　

 

納
付
書
を
使
っ
た
現
金
で
の
前

納
よ
り
も
割
引
額
が
多
く
な
り

ま
す
。
年
度
分
を
一
括
で
納
め

る
１
年
前
納
、
６
カ
月
分
ず
つ

前
納
す
る
６
カ
月
前
納
が
あ
り

ま
す
。

○
毎
月
納
付

　

 

当
月
保
険
料
の
翌
月
末
引
落
し

と
な
り
、
保
険
料
は
定
額
で
す
。

ま
た
、
当
月
保
険
料
の
当
月
末

引
落
し
と
な
り
割
引
が
適
用
さ

れ
る
早
割
も
あ
り
ま
す
。

◆ 

申
込
窓
口　

金
融
機
関
（
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
・
農
協
等
を
含
む
）

ま
た
は
水
戸
北
年
金
事
務
所

◆ 

手
続
き
に
必
要
な
も
の　

①
年

金
手
帳
ま
た
は
納
付
書　

②
預

（
貯
）
金
通
帳
と
届
出
印

2 

納
付
書
を
利
用
し
て
現

金
で
納
め
る
場
合

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ

る
納
付
書
で
、
銀
行
、
郵
便
局
、

農
協
、
信
用
金
庫
、
信
用
組
合
、

労
働
金
庫
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○ 

納
付
期
限
は
翌
月
末
日
で
す
が
、

過
ぎ
て
し
ま
っ
て
も
２
年
以
内

な
ら
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○ 

前
納
に
よ
る
割
引
も
あ
り
ま
す

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○ 

納
付
書
が
な
い
場
合
は
再
発
行

で
き
ま
す
。

○ 

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ら
、

夜
間
、
土
・
日
曜
日
、
祝
日
い

つ
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

　

※ 
納
付
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
は
、
納
付
書
の
裏

面
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

3 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ

ン
グ
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
で
納
付
め
る
場
合

　

自
宅
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

や
携
帯
電
話
な
ど
を
利
用
し
て
納

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

国
民
年
金
保
険
料

□
国
民
年
金
を
納
め
る
に
は

付
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
も
お
支
払

い
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
日
本
年

金
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

下
さ
い
（http://w

w
w

.nenkin.
go.jp/

）。
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に

は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の

納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る

「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
若

年
者
納
付
猶
予
制
度
」
が
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
学
生
の
方

に
は「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
震
災

で
自
宅
等
が
半
壊
以
上
の
被

害
を
受
け
た
方
に
つ
い
て
も

特
例
免
除
の
対
象
と
な
り
ま

す
。
お
申
し
込
み
は
本
庁
保

険
年
金
課
⑥
窓
口
、
ま
た
は

各
支
所
市
民
生
活
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

免
除
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

納付方法 保険料の区分
割 引 額

（平成23年度の年額） 申込期限

前納
1年前納 4月分から翌年 3月分 3,780円 2月末日

6カ月前納
4月分から 9月分

2,040円
2月末日

10月分から翌年 3月分 8月末日

毎月
納付

早割 当月分を当月末日振替 600円 随時

通常の振替 当月分を翌月末日振替 無し 随時

■口座振替による納付方法と割引額等



23

毎
月
第
３
日
曜
日
は
家
庭
の
日

   

あ
い
さ
つ
で  

始
ま
る
朝
は  

す
て
き
だ
な

　
﹇
小
学
生
の
部
﹈
機
初
小
５
年
（
受
賞
時
）　

半
田　

莉
央

平
成
22
年
度
常
陸
太
田
市
家
庭
の
日
推
進
募
集
標
語 

優
良
賞

IInfornformmationation

温
か
い
ご
支
援
・
ご
協
力
、

温
か
い
ご
支
援
・
ご
協
力
、

　
　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

◇ 

義
援
金
（
９
月
27
日
〜
10
月
26

日
受
入
分　

順
不
同
、
敬
称
略
）

〈
個
人
〉

川
松
辰
夫
（
町
屋
町
）　

３
万
円

／
川
野
勝
行
・
川
野
修
行
（
大
分

県
臼
杵
市
）　

10
万
円

〈
団
体
・
法
人
〉

公
益
財
団
法
人  

徳
川
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
分
館  

西
山
荘　

４
４
４
５

円
／
常
陸
太
田
市
商
工
会
青
年

部　

９
万
４
９
９
円
／
世
矢
地

区
老
人
ク
ラ
ブ
連
絡
協
議
会　

１
万
５
０
０
円
／
㈱
鈴
木
商
店   

30
万
円
／
善
正
寺
（
大
分
県
臼
杵

市
）　

２
万
円
／
大
分
県
立
臼
杵

東
日
本
大
震
災
の
発
生
後
、
本
市
に
多
く
の
個
人
、
企
業
、
団
体
な
ど

か
ら
義
援
金
や
支
援
物
資
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
心
か
ら
感
謝
を
申
し

上
げ
ま
す
。

商
業
高
等
学
校
生
徒
会
一
同　

３
万
３
１
６
円

匿
名
の
方　

１
件  

２
９
７
４
円

義
援
金
累
計　

３
千
７
３
３
万
２
０
８
３
円

【
相
談
事
例
】

小
学
生
の
娘
に
、
家
族
へ
の

メ
ー
ル
と
電
話
の
み
と
限
定
し
て

携
帯
電
話
を
使
用
さ
せ
て
い
た
。

娘
は
テ
レ
ビ
で
無
料
と
い
う
Ｃ
Ｍ

を
見
て
、「
無
料
で
ゲ
ー
ム
が
で

き
る
」
と
思
い
込
み
、
勝
手
に
サ

イ
ト
に
ア
ク
セ
ス
し
た
。

後
日
、
2
カ
月
合
わ
せ
て
約

９
万
円
と
い
う
高
額
な
パ
ケ
ッ
ト

通
信
費
の
請
求
書
が
届
い
て
驚
い

た
。

【
ア
ド
バ
イ
ス
】

広
告
等
で
は
「
無
料
」
ば
か
り

が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
有
料

の
ア
イ
テ
ム
等
を
購
入
し
な
け
れ

消
費
生
活
相
談
コ
ー
ナ
ー

「
無
料
」
の
は
ず
が
高
額
請
求
！

オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
で
の
ト
ラ
ブ
ル
に
注
意
！

ば
ゲ
ー
ム
の
進
行
が
難
し
く
な
っ

て
い
て
、
す
べ
て
が
無
料
で
利
用

で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
通
信
費
は
別
途
か
か
り
ま

す
。小

学
校
低
学
年
等
の
場
合
、

ゲ
ー
ム
内
の
通
貨
と
現
実
の
お

金
の
区
分
が
つ
か
な
い
よ
う
な
例

も
あ
り
ま
す
。
保
護
者
は
、
子
ど

も
が
ど
の
よ
う
な
ゲ
ー
ム
を
遊
ん

で
い
る
か
を
把
握
し
た
り
、
実
際

使
っ
て
み
る
な
ど
し
て
、
管
理
を

適
正
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

問
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　
　
（
☎
70
‐
１
３
２
２
）
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表紙の写真は、皆さんに手に取っていただける

よう毎回気合を入れて撮影しています。今回の

テーマは「常陸秋そば」、あちこち食べ歩き一

日に 2杯食べることも。撮影
に協力をお願いしながら、掲

載できなかったお店の方すい

ません。（広報広聴かかりちょ）

IInfornformmationation
ス
ポ
ー
ツ
フ
ラ
ッ
シ
ュ

（
敬
称
略
・
丸
数
字
は
順
位
）

第
１
０
０
回
常
陸
太
田
市
少
年

相
撲
大
会
﹇
９
月
11
日
／
山
吹

運
動
公
園
相
撲
場
﹈

【
団
体
】
①
中
城
町
Ａ　

②
宮

本
町
Ｂ　

③
新
宿
町

【
個
人
男
子
】
▼
１
年
生
の
部

①
瀬
戸
柚
之
介
（
金
井
町
）
②

根
本
大
生　
（
中
城
町
）
③
石

川
楽
（
宮
本
町
）　

▼
２
年
生

の
部
①
井
坂
佳
亮
（
花
房
町
）

②
菊
池
陽
斗
（
宮
本
町
）
③
玉

井
慎
梧
（
木
崎
二
町
）　

▼
３

年
生
の
部
①
瀬
戸
草
之
介
（
金

井
町
）
②
本
多
達
樹
（
中
城
町
）

③
林
健
太
（
山
下
町
）　

▼
４

年
生
の
部
①
加
藤
寛
貴　
（
中

城
町
）
②
冨
岡
琉
聖
（
山
下
町
）

③
長
谷
山
匠
（
中
城
町
）　

▼

５
・
６
年
生
の
部
①
安
嶋
市
悟

（
新
宿
町
）
②
根
本
淳
生
（
中

城
町
）
③
石
川
慶
（
宮
本
町
）

【
個
人
女
子
】
▼
１
・
２
年
生
の

部
①
安
嶋
凛
（
新
宿
町
）
②
吉

　

パ
ル
テ
ィ
ホ
ー
ル
の
催
し
物　
問 

パ
ル
テ
ィ
ホ
ー
ル
（
☎
73
‐
１
２
３
４
）

井
静
香
（
宮
本
町
）
③
平
塚
玲
桜

（
中
城
町
）　

▼
３
・
４
・
５
年
生
の

部
①
平
塚
彩
水
（
中
城
町
）
②
小

松
田
綾
乃
（
中
城
町
）
③
於
曽
能

彩
加
（
山
下
町
）

米
村
で
ん
じ
ろ
う
サ
イ
エ
ン
ス

シ
ョ
ー

　

あ
っ
と
驚
く
科
学
実
験
で
お
な
じ
み
の

で
ん
じ
ろ
う
先
生
に
よ
る
サ
イ
エ
ン
ス

シ
ョ
ー
で
す
。
親
子
で
楽
し
め
る
実
験
の

数
々
に
科
学
の
楽
し
さ
を
再
発
見
し
ま

し
ょ
う
。

◇ 

と
き　

平
成
24
年
２
月
11
日
土　

第
１

回 

午
後
１
時
開
演
／
第
２
回 

午
後
３
時

30
分
開
演

◇ 

料
金　

全
席
指
定　

一
般
２
５
０
０
円

／
学
生
（
高
校
生
以
下
）
１
５
０
０
円

＊ 

３
歳
以
上
有
料
（
３
歳
未
満
で
も
席
が

必
要
な
場
合
は
有
料
）

◇ 

チ
ケ
ッ
ト
発
売
日　

12
月
３
日
土 

窓
口

午
前
８
時
30
分
／
電
話
午
前
10
時
30
分

第
24
回
ま
い
づ
る
寄
席

　

毎
年
恒
例
と
な
り
、
第
24
回
を
迎
え
る

「
ま
い
づ
る
寄
席
」。
今
回
は
、三
遊
亭
円
楽
、

岩
本
恭
省
で
お
届
け
し
ま
す
。

◇ 

と
き　

平
成
24
年
３
月
４
日
日　

午
後

２
時
開
演

◇ 

料
金　

全
席
指
定　

２
５
０
０
円

◇ 

チ
ケ
ッ
ト
発
売
日　

12
月
10
日
土 

窓
口

午
前
８
時
30
分
／
電
話
午
前
９
時
30
分

第
33
回
常
陸
太
田
市
民
弓
道
大
会

﹇
10
月
９
日
／
山
吹
運
動
公
園
弓
道

場
﹈

【
一
般
】
①
梶
山
正
寿
（
瑞
龍
町
）　

②
宮
田
は
る
み
（
馬
場
町
）　

③
木

村
郁
郎
（
芦
間
町
）

【
中
学
生
・
高
校
生
男
子
】
①
大
賀

洋
希
（
太
田
一
高
）　

②
大
金
拓
哉

（
太
田
一
高
）　

③
大
森
拓
海
（
太
田

一
高
）

【
高
校
生
女
子
】
①
宇
野
弥
由
（
太

田
一
高
）　

②
竹
田
杏
樹
（
太
田
一

高
）　

③
木
村
直
子
（
太
田
一
高
）

東
日
本
大
震
災
の
被
害
に
よ
り
大
ホ
ー
ル
の
利
用
を
休
止
し
て
い
ま
し
た
が
、
客
席
天
井
及
び
舞
台
機

構
の
復
旧
工
事
が
完
了
し
、
大
ホ
ー
ル
を
含
む
全
施
設
が
ご
利
用
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

『
宝
く
じ
文
化
公
演
』
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
立
オ
デ
ッ
サ
歌
劇

場
管
弦
楽
団
コ
ン
サ
ー
ト  

11
月
27
日
日
チ
ケ
ッ
ト
発
売
開
始

　　
「
黒
海
の
真
珠
」
と
讃
え
ら
れ
る
美
し
い
街
オ
デ
ッ
サ
で
育
ま
れ
た
ウ

ク
ラ
イ
ナ
最
古
の
名
門
歌
劇
場
管
弦
楽
団
が
待
望
の
初
来
日
。
世
界
が
注

目
す
る
気
鋭
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
金
子
三
勇
士
が
共
演
し
ま
す
。

　

宝
く
じ
助
成
お
よ
び
東
日
本
大
震
災
被
災
地
を
対
象
と
し
た
特
例
に
よ

り
特
別
料
金
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

◇ 

出
演　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
立
オ
デ
ッ
サ
歌
劇
場
管
弦
楽
団
、
指
揮 

ワ
シ
ー

リ
ー
・
ワ
シ
リ
エ
ン
コ
ま
た
は
オ
ク
サ
ー
ナ
・
ル
ィ
ニ
フ
、
ピ
ア
ノ　

金
子
三
勇
士

◇ 

予
定
曲
目　

チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー 

大
序
曲
「
１
８
１

　

２
年
」
／
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
１
番
／
交
響
曲
第
５
番

◇
と
き　

平
成
24
年
２
月
８
日
水  

　
　
　
　
　
　
　

午
後
６
時
30
分
開
演

◇
料
金　

全
席
指
定　

１
５
０
０
円

○
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まちの話題 my town news 

9月 9日、マックスバリュ常陸太田店駐車場で、常
陸太田市救急フェア 2011が開催されました。
女性消防団員と救急隊員が、買い物帰りの方や子ど

もたちなどに心肺蘇生法の講習を行い、また、高規格

救急自動車を展示して車内積載の救急資機材の見学が

行われました。

さらに、茨城県に１台しかない地震体験自動車での

地震体験や、住宅用火災警報器の促進なども実施され、

参加者は体験

を通じて救急・

消防業務の大

切さを実感し

ていました。

常陸太田市手をつなぐ育成会は、知的障害のある方

とその家族によって運営され、現在の会員は 60人以
上を数えています。同会では 9月 25日に陶芸教室と
安全教育のための消防安全教室を開催しました。

陶芸教室は今年で３回目で、毎年テーマを決めなが

ら昨年は花、今年は金魚をモチーフとして陶板の作成

に挑戦しました。

また、消防安全教室では消防職員から説明を受け、

実際に消防自

動車に触れ消

防の役割など

を学びました。

晴天に恵まれた 9月 24日、大方町の田んぼで三世
代交流稲刈り体験が行われました。

この催しは、5月に植えた苗の収穫を行うために、
老人会、子供会、大友会が開催したもの。子どもたち

は大人に稲刈りの方法を教わりながら、慣れない手つ

きながらも丁寧に稲を刈り取っていきました。

稲刈りの後は、大方運動広場でグラウンドゴルフや

バーベキューを行い、子どもからお年寄りまで三世代

が交流しなが

ら楽しんだイ

ベントとなり

ました。

10月 23日、世矢小学校で世矢ふれあい祭り（世矢
公民館主催）が開催されました。

今年で 28回目となるふれあい祭りには、世矢地区
の子どもからお年寄りまで約 1,000人もの方が参加。
白熱した町内対抗の落穂拾いや綱引き、小・中学生の

陸上競技のほか、世矢幼稚園児たちによるダンス、敬

老玉手箱など幅広い世代が楽しめる運動会が行われま

した。また、地域の方やサークルが出品した書道や写

真、生け花なども展示され、世矢地区の大勢の方が協

力・参加した祭りは大いに盛り上がりました。

第 8回「太田の農産物でおいしい給食」小学生
絵画コンクールの作品を展示します。

（主催：常陸太田 4Hクラブ）

◇と　き　11月 25日金まで
◇ところ　市役所本庁 1階ロビー
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まちの話題をお寄せください。

情報政策課（内線 303・304） まちの話題 my town news 

竹林コンサート in谷河原が 10月 16日に今年も開
催されました。今回で 3年目にあたり、地域の方の
協力で竹林に設置されたステージは、年々大きく高く

グレードアップしています。また、ライトアップも華

やかになり、日暮れと共に大勢の方がコンサートに集

まりました。常陸太田大使のヴァイオリニスト竜馬と

ピアニストの

IZUMIさんが、
竹林に美しい

音色を響かせ、

集まった地域

の方たちを魅

了しました。

～十三夜に照らされた庭園、響き渡る胡弓の調べ・・、
そして常陸太田のおいしい味覚～

10月 9日、西山の里桃源
でお月見の夕べが開催されま

した。

「河内の文化遺産を守る会」

の協力でライトアップされた

庭園が美しく浮かび、胡弓や

アルトサックスのコンサート

が開かれました。また、鯨ヶ

丘夜市の屋台村も登場し、賑

やかさを増した「お月見の夕

べ」に大勢のお客さんが訪れ

ました。

「みんなでつくろう　安心の街」をスローガンに、犯罪のない安全で

安心な地域社会をつくるための全国地域安全運動キャンペーンが 10月
12日、かわねやフェスタ店とマックスバリュ常陸太田店前で行われま
した。

空き巣や車上狙いなどの犯罪が依然として多い中、地域の防犯活動

に取り組んでいる地域自警団等の防犯ボランティア 13団体が、地域の
絆づくりと防犯意識の向上を呼びかけました。また、茨城県のご当地

ヒーロー「時空戦士イバライガー」も登場。「安全な社会を作ろう！」と、

子どもたちと約束しました。

10月 21日、機初公民館で名画鑑賞会が開催されま
した。鑑賞会は、地域のみんなで一緒に映画を見るこ

とを通じて交流の場になるようにと、公民館が主催し

て今年から始まった試み。年間を通じて洋画と邦画の

名作を毎月交代で上映しています。

今月はジョン・フォード監督の西部劇「黄色いリボ

ン」を地域住民 31人が参加して鑑賞しました。
次回は 11月

15日火（午後
1 時 30 分 ～）
に「山下清の

裸の大将」を

上映する予定

です。

総合福祉会館わきの源氏川の堤防沿いに、10月半ば
になってシダレザクラが花を咲かせました。植樹から

４年がたちますが、このようなことは初めてです。

このシダレザクラは、新たな桜の名所をつくろうと、

「源氏川に花を咲かせまＳＨＯＷ実行委員会」が主催

し、植樹ボランティアにより平成 19年に植えられた
ものです。散歩などで訪れる人も多く、地元の稲木町

有志でつくる「東友会」の皆さんが、月１回除草作業

をして大切に

管理していま

す。
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がんばってる若者   
　対象　市内で働いている若者
　　　　市外で働いている若者（市民に限ります）  
　  問　  情報政策課広報広聴係（内線 303・304）

山 口 渉 さん（高柿町）

Yamaguchi  WataruYamaguchi  Wataru

だんだんさとみのお山が赤や黄色に変わってきたよ。

もみじの葉っぱを、みんなの手がたでぺったんぺっ

たん。お山には、タヌキがたくさんいるかなあって

話して、みんなでタヌキも作ったんだ。にこにこの

目やまんまるの目、なんだかみんなの顔に似てきた

かな？

図鑑で見たきょうりゅうだよ。せびれは卵のパック

で作ったよ。ひとつひとつ色を塗るのが、すごく大

変だったなあ

大きくて強そうでかっこいいでしょう？　かかしま

つりにだしたら、かかしもびっくりするよね！

ちゃん

ちゃん

くんくん
ちゃんちゃん

「
自
分
の
地
元
で
好
き
な
仕
事

を
し
た
い
」

市
内
で
居
酒
屋
を
始
め
て
２
年

に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
中
華
や

和
食
の
飲
食
店
で
働
き
な
が
ら
料

理
を
学
び
、
独
学
で
調
理
師
免
許

を
取
得
。
仕
入
れ
か
ら
料
理
、
接

客
ま
で
基
本
的
に
１
人
で
こ
な
し

て
い
ま
す
。
や
る
こ
と
は
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
が
、
好
き
で
始
め
た

仕
事
な
の
で
、
苦
に
思
っ
た
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

自
分
の
料
理
に
は
レ
シ
ピ
が
な

く
、
自
分
に
し
か
作
れ
な
い
も
の
。

毎
日
味
の
良
い
安
定
し
た
料
理
を

提
供
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
常
に
勉
強
が

必
要
。
い
ろ
い
ろ
な
レ
ス
ト
ラ
ン

に
食
べ
に
行
き
、
そ
の
店
の
良
い

点
悪
い
点
を
把
握
し
て
店
作
り
に

活
か
す
な
ど
、
で
き
る
だ
け
ア
ン

テ
ナ
を
高
く
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
だ
け
に
お
客
さ
ん
に
「
お

い
し
い
」と
味
を
評
価
し
て
も
ら
っ

た
と
き
は
、
嬉
し
い
し
や
り
が
い

を
感
じ
ま
す
ね
。

街
を
元
気
に
す
る
取
り
組
み
に

も
参
加
。
太
田
ワ
ク
ワ
ク
会
の
活

動
で
は
、
鯨
ヶ
丘
夜
市
へ
も
料
理

を
提
供
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に

大
谷
石
の
窯
で
焼
く
ピ
ザ
も
自
分
が

仕
込
ん
で
い
る
ん
で
す
よ
。

ま
た
、
音
楽
が
趣
味
で
水
戸
の
ラ

イ
ブ
ハ
ウ
ス
で
の
イ
ベ
ン
ト
の
企
画

な
ど
も
し
て
い
ま
す
。

生
ま
れ
育
っ
た
常
陸
太
田
が
大
好

き
な
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
こ
の
街
で

お
い
し
い
料
理
と
良
い
雰
囲
気
を
た

く
さ
ん
作
っ
て
、
お
客
さ
ん
に
喜
ん

で
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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くんくん

ちゃんちゃん

ちゃんちゃん

くんくん
ちゃんちゃん




