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特 集　伝えたい技がある

こ
の
道
70
年
以
上

　圷　總子さん

　 「
手
仕
事
だ
け
に
遊
ん
で
い
ら
れ
ま
せ
ん
、

何
か
し
ら
作
業
を
し
て
い
な
い
と
。
手
間
隙

か
け
て
や
ら
な
い
と
で
き
な
い
ん
で
す
ね
」

　 や
さ
し
い
語
り
口
の
中
に
も
、
う
ち
わ
づ

く
り
に
か
け
る
情
熱
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　 圷
さ
ん
は
、
子
供
の
こ
ろ
か
ら
お
父
さ
ん

の
お
手
伝
い
で
う
ち
わ
づ
く
り
を
始
め
、
も

う
70
年
以
上
の
キ
ャ
リ
ア
で
す
。

　 遠
く
室
町
時
代
に
画
僧
・
雪
村
が
は
じ
め

33
の
工
程
を
一
人
で

た
「
雪
村
う
ち
わ
」。
雪
村
が
瑞
龍
町
の
耕

山
寺
に
住
ん
で
い
た
と
き
に
、
近
隣
の
方
た

ち
に
配
っ
た
の
が
起
源
と
い
わ
れ
ま
す
。

　 そ
の
伝
統
の
う
ち
わ
を
受
け
継
ぐ
の
は
、

も
う
圷
さ
ん
の
「
枡ま
す

儀ぎ

団う
ち
わ扇
店
」
の
み
と
な

り
ま
し
た
。
２
０
０
年
続
く
圷
さ
ん
の
お
店

は
、
總ふ
さ

子こ

さ
ん
で
４
代
目
。

　 大
正
時
代
ま
で
は
４
〜
５
軒
あ
っ
た
そ
う

で
す
が
、
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
は
圷
さ
ん
の

お
店
だ
け
に
。

裁断・節もみ

荒割り・肉取り

刃入れ

骨しぼり

穴あけ・柄仕上げ

横手

窓作り

紙張り・乾燥

型抜・へり張り

丸い竹を切り、中の節
をとり、皮と身を切り
離す

製造工程

扇の部分の骨をつくる
ため、竹に刃を入れ 40
本に裂く。

穴を開けたところに細
い竹（横手）を通す。

横手と骨をイグサで編
む。

柄と扇の境目の節の部
分に穴を開ける。

この間 10カ月天日干
しする。

両面に和紙を張って余
分の骨を切り、縁取り
の紙を張る。

　 こ
の
う
ち
わ
作
り
に
は
33
の
工
程
が
あ
り
、

す
べ
て
の
作
業
を
圷
さ
ん
が
一
人
で
行
い
ま

す
。　 材

料
の
竹
は
市
内
の
真
竹
を
使
用
。
紙
は

常
陸
大
宮
市
の
西
ノ
内
和
紙
。
の
り
は
小
麦

粉
か
ら
作
っ
て
い
ま
す
。

　 「
刃
入
れ
と
骨
し
ぼ
り
が
一
番
難
し
い
で

す
ね
」
幅
約
２
・
5
セ
ン
チ
の
竹
が
圷
さ
ん

の
手
で
均
等
に
40
本
に
裂
か
れ
て
い
き
ま
す
。

　 40
本
に
裂
か
れ
た
骨
は
イ
グ
サ
で
１
本
１

本
編
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
手
の
動
き
の

早
さ
は
あ
っ
け
に
と
ら
れ
る
ほ
ど
。

　 骨
の
天
日
干
し
は
10
カ
月
を
要
し
ま
す
。

「
お
天
気
に
注
意
し
な
が
ら
毎
日
干
し
て
い

ま
す
。
雷
が
あ
る
夏
場
は
曇
っ
て
き
た
ら
取

り
込
み
ま
す
」

　 干
す
こ
と
で
虫
が
つ
か
ず
、カ
ビ
の
発
生

完
成
ま
で
１
年

も
な
い
丈
夫
な
う
ち
わ
が
で
き
る
と
い
い
ま

す
。　 扇

の
部
分
の
絵
柄
は
18
種
類
。「
か
か
し
、

な
す
、き
ゅ
う
り
な
ど
は
伝
統
の
図
柄
で
す
」

　 そ
の
ほ
か
水
戸
八
景
の
絵
は
ご
主
人
が
書

き
始
め
た
そ
う
で
す
。「
若
い
人
向
き
に
色

紙
を
使
っ
た
り
、
俳
句
や
絵
を
描
く
お
客
さ

ん
に
は
絵
柄
を
入
れ
な
い
も
の
も
作
っ
て
い

ま
す
」。

（塙町）

画
僧 

雪
村
の
想
い
を
今
に
伝
え
、
約
５
０
０
年
の

伝
統
を
守
る
。
県
郷
土
工
芸
品
指
定
。

雪
村
う
ち
わ

SESSO
N
―

UCHIW
A

　 お
客
さ
ん
を
大
切
に
す
る
圷
さ
ん
の
人
柄

と
伝
統
の
う
ち
わ
の
良
さ
に
全
国
か
ら
注
文

が
入
る
と
の
こ
と
。「
30
年
も
同
じ
も
の
を

使
っ
て
い
る
と
い
う
お
客
さ
ん
も
い
ま
す
。

こ
ん
な
に
長
持
ち
で
は
商
売
に
な
り
ま
せ
ん

ね
」
と
笑
う
圷
さ
ん
。「
休
み
の
日
に
は
息

子
が
手
伝
い
に
来
て
く
れ
る
ん
で
す
」
と
話

し
て
く
れ
ま
し
た
。
伝
統
の
技
は
こ
れ
か
ら

も
継
承
さ
れ
て
い
き
そ
う
で
す
。

数
十
年
の
耐
久
性

1,000本以上の骨を干す

イグサで骨を編んでいく

Akutsu　    Fusako



4

平
安
朝
の
優
美
な
世
界
を
今
に
再
現
す
る
、
全
国
で
も
稀
有
な
職
人
が

常
陸
太
田
に
い
る
。
市
指
定
無
形
文
化
財
「
か
な
料
紙
」
技
術
保
持
者
。

特 集　伝えたい技がある

か 
な 

料 

紙

KANA
―

RYO
USHI

小室清隆さん
（大里町）

書
や
絵
を
書
く
た
め
に
使
う
紙
を
料
紙

と
い
い
ま
す
。「
か
な
料
紙
」
と
は
、
書
道

の
か
な
文
字
用
紙
の
こ
と
で
、
平
安
時
代
か

ら
伝
わ
る
伝
統
的
な
も
の
で
す
。

草
木
か
ら
と
っ
た
染
料
で
色
付
け
し
た

り
、
絵
模
様
を
刷
り
込
ん
だ
り
、
金
・
銀
の

箔
加
工
を
施
す
な
ど
、
装
飾
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
特
徴
で
す
。

千
年
以
上
前
の『
源
氏
物
語
絵
巻
』や『
平

家
納
経
』
な
ど
の
有
名
な
文
献
に
も
、
か
な

料
紙
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
も
、
書
道

家
な
ど
が
清
書
し
た
り
、
展
覧
会
に
出
品
す

る
際
な
ど
に
広
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
か
な
料
紙
は
奥
が
深
い
。
一
生
か
か
っ

て
覚
え
る
も
の
。
今
で
も
苦
労
し
て
い
ま

す
」
と
語
る
小
室
清
隆
さ
ん
は
、
こ
の
道
40

年
以
上
の
ベ
テ
ラ
ン
。

初
代
で
父
の
小
室
徳
さ
ん
の
三
男
で
、
徳

さ
ん
か
ら
製
作
の
技
術
を
学
び
ま
し
た
。

「
父
は
『
自
分
で
見
て
覚
え
な
さ
い
』
と

決
し
て
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
長

男
（
義
久
さ
ん
）
に
は
よ
く
教
え
て
い
ま
し

た
。
き
っ
と
考
え
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
」

と
振
り
返
り
ま
す
。

「
紙
を
買

う
人
は
高
い

お
金
を
払
っ

て
い
る
。
失

敗
は
許
さ
れ

な
い
。
完
璧

な
仕
事
を
し

な
い
と
売
り

物
に
な
ら
な

い
」
と
語
る

小
室
さ
ん
。

そ
の
美
し

か
な
料
紙
と
は

い
紙
は
、
ま
さ
し
く
芸
術
品
と
呼
ぶ
に
ふ
さ

わ
し
い
も
の
で
す
が
、「
か
な
料
紙
は
書
く

人
の
字
を
引
き
立
た
せ
る
の
が
役
目
。
字
が

死
ん
で
し
ま
っ
て
は
意
味
が
な
い
」
と
の
こ

と
。「

こ
の
仕
事
は
、
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
難
し

く
な
る
。
満
足
す
る
仕
事
は
な
か
な
か
で
き

な
い
。
今
後
は
、
こ
の
仕
事
を
受
け
継
い
で

く
れ
る
人
を
育
て
て
い
き
た
い
」
と
将
来
の

展
望
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
娘
さ
ん
と
そ

の
ご
主
人
も
製
作
に
携
わ
っ
て
い
ま
す
。

平
成
24
年
１
月
、市
指
定
無
形
文
化
財「
か

な
料
紙
」
技
術
保
持
者
に
認
定
。

小
室 

徳 

氏
が
製
法
を
復
元

明
治
32
年
、
現
在
の
常
陸
太
田
市
大
菅
町

に
生
ま
れ
た
小
室
徳と
く

氏（
故
人
）は
、
東
京
や

京
都
で
か
な
料
紙
の
製
作
技
術
を
学
び
独
立
。

戦
争
の
影
響
で
昭
和
20
年
に
郷
里
へ
戻
り
、

工
房
を
構
え
ま
し
た
。

研
究
を
重
ね
、
製
法
を
復
活
さ
せ
た
徳
氏

は
、
か
な
料
紙
、
写
経
用
紙
の
作
製
、
ま
た

平
家
納
経
な
ど
の
複
製
用
紙
も
手
が
け
ま
し

た
。
徳
氏
の
か
な
料
紙
は
、
当
代
一
流
の
書

家
に
愛
用
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。

継
承
さ
れ
る
技
術

徳
氏
に
よ
り
復
元
さ
れ
、
確
立
さ
れ
た
か

な
料
紙
製
作
の
技
術
は
、
子
の
小
室
義
久
氏

（
故
人
）と
小
室
清
隆
氏
、孫
の
小
室
久
氏（
義

久
氏
の
子
）
の
三
世
代
に
わ
た
っ
て
継
承
さ

れ
て
い
ま
す
。

義
久
氏
は
、
初
代
・
徳
氏
の
長
男
。
父
の

指
導
の
も
と
、
か
な
料
紙
製
作
技
術
の
習
得

に
励
み
ま
す
。

義
久
氏
の
作
品
は
、
有
名
書
家
か
ら
広
く

愛
用
さ
れ
、
手
作
り
に
よ
る
か
な
料
紙
製
作

の
第
一
人
者
と
し
て
高
い
評
価
を
得
ま
し
た
。

金箔を竹製の刀で縦横に刻む（大里町の工房にて）

均等な大きさの切箔
が完成

Komuro　Kiyotaka
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特 集　伝えたい技がある

小室  久さん

「
か
な
料
紙
の
製
作
は
も
と
も

と
分
業
制
。
祖
父
が
一
人
で
す
べ

て
や
る
ス
タ
イ
ル
を
は
じ
め
ま
し

た
」久

さ
ん
は
か
な
料
紙
の
製
作
を

始
め
て
約
30
年
。
祖
父
と
父
の
ス

タ
イ
ル
を
受
け
継
ぎ
、
す
べ
て
の

工
程
を
手
作
業
で
行
っ
て
い
ま
す
。

「
一
番
難
し
い
作
業
は
、
紙
を

染
め
る
と
き
に
目
的
の
色
を
出
す

こ
と
」

求
め
る
色
が
複
雑
で
渋
い
色
が

多
く
、
ま
た
草
木
染
は
天
然
の
染

料
な
の
で
、
木
の
状
況
や
、
煮
出

し
た
と
き
の
様
子
な
ど
で
色
が

違
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
、「
紙
を
作
っ
た
後

に
、
書
く
と
い
う
行
為
が
あ
る
こ
と
を
念

頭
に
製
作
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
そ

の
難
し
さ
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

一
方
「
書
道
家
の
方
な
ど
お
客
さ
ん
が

満
足
し
て
く
れ
喜
ん
で
も
ら
っ
た
と
き
は

う
れ
し
い
」
と
の
こ
と
。

平
成
24
年
１
月
に
は
、
市
指
定
無
形
文

継ぎ紙の作製（大菅町の工房にて）

料
紙
の
主
な
種
類
等

楢の皮を煮詰めて染料を
とる

□
染
め
紙

和
紙
を
草
木
染
で
加
工
し
た
紙
。
染
料
液

に
ひ
た
す
浸
け

染
め
、
刷
毛
で

塗
る
引
き
染
め

な
ど
の
方
法
が

あ
り
ま
す
。

□
か
ら
紙
（
唐
紙
）

ご
ふ
ん
（
貝
の
粉
）
を
下
地
に
ひ
い
て

版
木
で
模
様
を

刷
っ
た
紙
。
平

安
時
代
中
期
に

中
国
か
ら
も
た

ら
さ
れ
ま
し
た
。

□
継
ぎ
紙

違
う
種
類
・
色
・
装
飾
が
施
さ
れ
た
料
紙

を
継
ぎ
合
わ
せ
た
も
の
。
の
り
し
ろ
は
２
ミ

リ
程
度
。
型
紙
を
作
り
型
抜
き
を
し
た
り
、

と
て
も
繊
細
な
技
術
で
１
枚
の
料
紙
を
作

る
の
に
数
カ

月
か
か
り
ま

す
。
最
終
的

に
ロ
ー
ラ
ー

を
か
け
て
段

差
を
な
く
し

ま
す
。

□
箔
加
工

金
・
銀
箔
、
砂
子
、
野
毛
（
金
・
銀
箔
の

細
く
小
さ
い
線
）
な
ど
を
散
り
ば
め
る
技
法

で
す
。

化
財
「
か
な
料
紙
」
技
術
保
持
者
に
認
定
さ

れ
ま
し
た
。

今
後
の
抱
負
は
、「
こ
こ
ま
で
で
よ
い
と

い
う
こ
と
が
な
い
職
業
。
よ
り
完
成
度
を
上

げ
て
い
き
た
い
し
、
現
在
で
き
な
い
技
術
に

も
挑
戦
し
た
い
」。
昔
の
技
術
で
製
法
不
明

の
技
術
も
多
い
そ
う
で
、「
ま
だ
ま
だ
覚
え

た
い
」
と
向
上
心
に
燃
え
る
小
室
さ
ん
。
今

後
ま
す
ま
す
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

（大菅町）

『
広
報
ひ
た
ち
お
お
た
』
7
月
号

か
ら
は
、
新
シ
リ
ー
ズ
「
伝
え
た

い
技
が
あ
る
」
が
ス
タ
ー
ト
。

伝
統
芸
能
や
陶
芸
、
農
産
物
や
食

品
な
ど
、
常
陸
太
田
市
に
伝
わ
る

さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
の
技
を
リ
ポ
ー

ト
し
ま
す
。
お
楽
し
み
に
！

常
陸
太
田
を
彩
る

先
人
の
技

○ 

「
か
な
料
紙
」
は
、
市
郷
土
資
料
館

（
☎
72
‐
３
２
０
１
）
で
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す
。

○ 

10
月
に
は
、
同
館
で
「
か
な
料
紙
」

を
テ
ー
マ
に
、
企
画
展
を
開
催
す
る

予
定
で
す
。

天神ばやしちまき

凍みこんにゃく 町田焼

Komuro　Hisashi
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✿

✿おめでとうございます

おめでとうございます

永年にわたり、国家または公共に対し功労のある方、社会の各分野

における優れた行いのある方などに贈られる「春の叙勲」、警察官や

自衛官など、危険性の高い職務で社会に貢献した方に贈られる「危

険業務従事者叙勲」、また「春の褒章」がこのほど発表され、本市か

らは次の方々が受章されました。

旭
日
双
光
章

井上正重 氏（天下野町）
元常陸太田市議会議員。永年

にわたり地方自治の推進に尽

力された。

瑞
宝
双
光
章

井上裕彦 氏（西宮町）
元常陸太田市消防監。永年に

わたり消防活動に尽力された。

瑞
宝
双
光
章

和田光一 氏（真弓町）
元 2等陸尉。国の安全を保ち、
公共の秩序の維持に尽力され

た。

藍
綬
褒
章

鴨志田　碩 氏（小島町）
元統計調査員。永年にわたり

農林業センサスをはじめとし

た統計調査に尽力された。

春
の
褒
章

瑞
宝
単
光
章

富永好博 氏（大里町）
元茨城県警部。永年にわたり

公共の秩序の維持に尽力され

た。

危
険
業
務
従
事
者
叙
勲

瑞
宝
単
光
章

興野　勉 氏（上深荻町）
元常陸太田市消防団副団長。

永年にわたり消防団活動に従

事された。

瑞
宝
双
光
章

元調停委員。永年にわたり民

事・家事紛争の解決に尽力さ

れた。

春
の
叙
勲

叙勲叙勲

スポーツ功労者表彰
　各種競技優秀選手表彰

スポーツの発展に尽力された方や、各種競技で優れた成績を収めた選
手たちが、市体育協会から表彰されました。
◆功労者

　 小笠原一夫（相撲・寿町）／豊田悦男（相撲・西三町）／岡田次雄（相撲・
木崎二町）／島根寛治（剣道・松栄町）／但野茂（剣道・松栄町）／
　廣木廣美（剣道・松栄町）／小山廣（地域スポーツ振興・町屋町）／
　綿引益満（地域スポーツ振興・中野町）／小林俊夫（地域スポーツ振興・
　新地町）／窪田和枝（バレーボール・中城町）
◆競技優秀選手

　▽ 陸上競技　半井清夫（三段跳、
走幅跳・玉造町）／稲田翔威
（駅伝・西三町）▽バスケット
ボール　池元美沙希（内堀町）
▽ターゲットバードゴルフ　
鈴木仁（大方町）／石井仁（大
里町）／後藤律子（大里町）

［敬称略］

春
の
叙
勲

危
険
業
務
従
事
者
叙
勲

危
険
業
務
従
事
者
叙
勲

春
の
叙
勲

✿
✿

✿公
認
ス
ポ
ー
ツ
指
導
者
表
彰

綿引健 さん（中野町）

㈶
日
本
体
育
協
会
主
催
の
全
国
公
認
ス
ポ
ー
ツ
指
導
者
研
修
会
に

お
い
て
、
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
上
級
指
導
員
の
綿
引
健
さ
ん
（
中
野
町
）

が
公
認
ス
ポ
ー
ツ
指
導
者
表
彰
を
受
け
ま
し
た
。

「公認スポーツ指導
員の資格を取得して
25年になります。
　表彰の重みに身の
引き締まる思いです。
　今後も地域に根ざ
した活動を行い、ス
ポーツの振興、生涯
スポーツの普及のた
めに努力していきま
す」

５月23日に生涯学習センターで表彰式が行われた

小
倉 

美
保
子 

氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   （
亀
作
町
）
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TＯＰＩＣＳCity events Hitachiota

定
年
帰
農
者
等

農
業
講
座

定
年
を
機
に
野
菜
の
栽
培
を
始

め
よ
う
と
す
る
方
を
対
象
に
し
た
、

「
定
年
帰
農
者
等
農
業
講
座
」
が
、

4
月
27
日
に
開
講
さ
れ
ま
し
た
。

市
、
県
北
農
林
事
務
所
、
Ｊ
Ａ

茨
城
み
ず
ほ
が
連
携
し
、
市
内
の

定
年
帰
農
者
等
を
対
象
に
、
２
年

間
で
17
回
の
講
座
・
実
習
を
予
定

し
て
お
り
、
農
業
の
基
本
技
術
の

習
得
、
農
業
の
担
い
手
育
成
や
直

売
所
等
へ
の
出
荷
を
目
指
し
て
い

ま
す
。

受
講
者
の
皆
さ
ん
は
、「
今
ま

で
自
己
流
で
野
菜
作
り
を
し
て
い

た
が
基
礎
か
ら
学
び
た
い
」、「
定

年
を
機
に
実
家
に
戻
り
農
業
を
し

て
み
た
い
」
な
ど
と
話
し
て
い
ま

し
た
。

環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム

市
お
よ
び
市
民
環
境
会
議
主
催

の
「
環
境
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
が
４
月

28
日
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

新
し
い
ご
み
分
別
区
分
や
ご
み

減
量
化
の
提
案
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

回
収
モ
デ
ル
事
業
に
つ
い
て
の
事

例
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。

特
に
新
し
い
ゴ
ミ
の
23
分
別
化

と
再
資
源
化
の
推
進
に
つ
い
て
は

会
場
の
出
席
者
か
ら
多
く
の
質
問

が
あ
り
、
関
心
の
高
さ
が
伺
わ
れ

ま
し
た
。
新
し
い
ゴ
ミ
分
別
は
８

月
か
ら
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。

詳
し
く
は
広
報
ひ
た
ち
お
お
た

７
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

さ
と
み
春
の
味
覚
祭

５
月
４
日
、
恒
例
の
「
さ
と
み

春
の
味
覚
祭
」
が
里
美
ふ
れ
あ
い

館
イ
ベ
ン
ト
広
場
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
前
日
は
悪
天
候
で
中
止
に

な
り
ま
し
た
が
、
４
日
は
小
雨
の

天
気
な
が
ら
３
千
人
の
お
客
さ
ん

で
賑
わ
い
ま
し
た
。

会
場
で
は
、
特
産
物
即
売
会
や

手
打
ち
そ
ば
実
演
販
売
、
里
美
牛

乳
コ
ー
ナ
ー
、
地
域
お
こ
し
協
力

隊
が
地
元
特
産
物
を
利
用
し
て

作
っ
た
甘
酒
ミ
ル
ク
プ
リ
ン
な
ど

が
販
売
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
ス
テ
ー
ジ
上
で
は
、
お

笑
い
＆
歌
謡
シ
ョ
ー
や
お
か
め
・

ひ
ょ
っ
と
こ
踊
り
が
披
露
さ
れ
、

地
元
か
ら
提
供
さ
れ
た
特
産
品
や

も
ち
・
菓
子
な
ど
が
来
場
者
に
プ

レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
ま
し
た
。

回収ネット、回収
コンテナなど

自
転
車
安
全
利
用

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

５
月
１
日
、
太
田
警
察
署
主
催

に
よ
る
「
自
転
車
安
全
利
用
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

Ｊ
Ｒ
常
陸
太
田
駅
前
広
場
に
お
い

て
、
佐
竹
高
校
生
徒
会
や
県
地
域

交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
な
ど
20

人
が
参
加
し
、
街
頭
で
自
転
車
安

全
利
用
５
則
の
チ
ラ
シ
や
反
射
器

を
配
布
し
ま
し
た
。

ま
た
、
停
車
自
転
車
に
対
し
て

は
、
走
行
中
の
イ
ヤ
ホ
ン
装
着
や

反
射
器
の
な
い
自
転
車
な
ど
に
つ

い
て
、
運
転
マ
ナ
ー
向
上
の
た
め

注
意
を
促
し
ま
し
た
。

佐竹高校生徒会の皆さんなど
が安全運転を呼びかけた

 
８
月
か
ら
ゴ
ミ
の
23
分
別

ス
タ
ー
ト出席者から活発な

意見が出された

熱心に講義を聴く受講者の皆さん

自転車の反射器を確認

おかめ・ひょっ
とこ踊り

人気の手打ちそば
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 文化課エコミュージアム推進室（内線 541）

今
月
は
西
河
内
中
町

5月 26日、春友彫刻の森運動公園にて、春友町
の皆さんや、春友の大沢の滝保全隊の皆さん、地

元の子ども会の皆さんなど約 30人で、お手製の
ベンチ 10台を作り、春友町ハイキングコースに
設置しました。

ベンチ作りは、町会長・武藤征也さんの指揮の

もと、大人たちがベンチ部材を組み立て、組み上

がったベンチに子ども達がペンキを塗りました。

中には組み立て作業に興味のある子どもたちが、

道具を片手に大人顔負けで作業に取り組む様子も

見られました。

このハイキングコースは、平成 20年度から地
域で整備活動を行っており、全長約 4km。春友彫
刻の森公園や大沢の滝など、里川の風景を楽しむ

ことができるコースとなっています。

今後は、随所に解説板の設置や散策マップづく

りも考えており、さらにはハイキングコース整備

をきっかけに、地域の資源を見つめ直し、より良

い地域づくりをみんなで目指すこととしています。

西河内を通っている市道沿いの大鳥居を
くぐって、石段を中程まで登ると中鳥居が
あり、115 段を登りきると森の中に天満神
社が見えてきます。元禄 3年（1690）に徳
川光圀公の命で建立され、多くの参拝者で
大変賑わったそうです。祭神は学問の神様
である菅原道真公。ご神体の天満天神像は

町内の守り神、天満神社

全国でも珍しい木造神像で県指定文化財です。春と秋の例祭のときだ
け拝することができ、地域住民の心のよりどころとなっています。
2㎞程先にある映画「ディア・ドクター」のロケ地とあわせて、新

緑を眺めながらの散歩コースにお勧めです。

来月は西河内中
町の「か」つな
がりで、堅磐町
さんにお願いし
ます。

に し ご う と  な か

か　き　わ

紹介者　
西河内中町
片根 二朗 さん

ベンチはどうやってつくるのかなぁ？

慎重に塗らないと
ベンチ作製が終わり、今度はペン
キ塗りの作業

作製したベンチは、春友町ハイキン
グコースへ

武藤会長指揮のもとベンチ
作製スタート

将来は大工さんになりた
いなぁ？

上手にできるかな？
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ひたちおおたの  文化財見どころガイド
例年 10月に行う「集中曝

ばくりょう

涼」。今年も 10月 20 日土～ 21 日日に開催します。
問 文化課文化財係
　（☎ 72-3201）

里まち交流券

常陸太田  →  仙北

4月 28日

ヘルパー派遣・デイサービス・介護プラン作成等のご自宅での介護をお手伝いします。

飢
饉
に
備
え
る
知
恵  ―

  

東
染
郷
倉  ―

                                                         

（
東
染
町
）

東染村御縄打帳（市指定文化財）

東染郷倉（市指定文化財）

東染に伝わる文書のひとつ

には、水戸学の高名な学者

である「藤田東湖（虎之介）」

の署名があります。

お見逃しなく。

東染町に残る茅葺の小さな倉庫は、江戸時代後期の文政 9
年（1826）ごろに、水戸藩が飢饉に備えるために設置した
「郷
ごう

倉
くら

」とよばれる建物です。稗や粟などをこの郷倉に貯蔵し、
食料難の際には農民に貸し付けて難を逃れました。郷倉の多
くは明治時代に取り壊されましたが、ここ東染郷倉は当時の
形のまま残されています。
現在郷倉の中には、東染に伝わる江戸時代初めからの古文

書が納められており、そのひとつ、市指定文化財「東染村御
縄打帳」は寛永 18年（1641）のもので、3冊が残されてい
ます。縄打帳は検地帳の別名で、田畑一筆ごとの所在地、縦
横間数、面積、耕作人などが記されており、市内で現存して
いるのはこの地だけです。

集中曝涼では、郷倉に近い東染林業

センターを会場として、東染地区に伝

わる数多くの古文書類が地元東染町会

の方々のご協力によって公開されます。

ぜひお立寄りください。

＊ 「曝涼」とは、文化財を日にさらして風を
通す、いわゆる虫干しすることで、それに
あわせて文化財を一般公開します。 北消防署

東染林業
センター

里美大橋

竜黒磯トンネル

（東染町 1654）
東染郷倉

仙
北
市
で
常
陸
太
田
の

　
　
　

物
産
・
観
光
を
Ｐ
Ｒ

４
月
28
日
、友
好
交
流
都
市
の
仙
北
市
で
「
角

館
さ
く
ら
ま
つ
り
」
が
開
催
さ
れ
、
本
市
か
ら

も
そ
ば
や
巨
峰
を
使
っ
た
加
工
品
な
ど
を
販
売

し
た
り
、
特
産
品
の
Ｐ
Ｒ
を
行
い
ま
し
た
。

会
場
と
な
っ
た
武
家
屋
敷
周
辺
の
し
だ
れ
桜

は
二
分
咲
き
な
が
ら
も
、
多
く
の
観
光
客
で
賑

わ
い
、
本
市
ブ
ー
ス
の
震
災
写
真
展
示
で
も
足

を
止
め
て
見
入
る
人
の
姿
が
見
ら
れ
ま
し
た
。

９
月
に
は
本
市
か
ら
、
秋
田
市
・
仙
北
市
を

訪
問
す
る
市
民
交
流
団
も
企
画
さ
れ
て
お
り
、

一
層
活
発
な
交
流
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

＊ 

市
民
交
流
団
へ
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
お

知
ら
せ
版
５
月
25
日
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

㊧ 常陸太田の物産は観
光客に人気
㊧㊦ 被災状況の写真に
見入る

㊦武家屋敷としだれ桜
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健康でいこう
『歯みがきは　じょうぶなからだの　第一歩』

健康でいこう

健康な生活を送るためには、自分の歯でおいしく食べられることが大切。それには、乳幼児期からの「お口」
のケアが重要です。「むし歯の予防」について正しく理解し、実践していきましょう。

むし歯は、「むし歯菌の量」「糖分摂取の量」「歯質」の三つの要因に「時
間経過」が加わることで次第に進行していきます。むし歯予防には、この
三つの要因が重なっている時間をいかに短くするかが重要です。

むし歯のできかた むし歯予防対策

歯を溶かす

むし歯菌が糖分を
分解し、口の中に
酸ができる

食べかす（糖分）
が口の中に残る

子どもが欲しがるままに甘いお菓子や清涼飲料水を与えたりす
ると、極めてむし歯になりやすくなります。おやつは食事で不足
した栄養を補うものです。乳製品やいも類、果物などなるべくお
菓子ではないものにしましょう。
また、だらだら食べるとお口の中が酸性になるため、むし歯が

発生しやすくなります。食事やおやつの時間はきちんと決めましょう。

正しいブラッシングで、むし歯菌のすみかになるプラークを取
り除きましょう。食べ物のカスがついたまま数時間経つと、歯の
表面ではむし歯菌が繁殖するため、食べたら歯を磨く習慣を身に
つけましょう。特に寝る前の歯みがきは、必ず行いましょう。

歯を強くする「フッ素の利用」
フッ素には、歯を丈夫にして、むし歯になりにくくする作用があり

ます。フッ素入りの歯磨き剤を使う方法と、フッ素を歯の表面に塗る
方法がありますので歯科医院に相談しましょう。むし歯の予防とお口
の健康のために、かかりつけ医をもち、定期的に健診を受けましょう。

その１　食べ物対策

その２　細菌対策

その３　歯質対策

むし歯の発生

⇒
⇒

⇒

むし歯ができる三つの要因

問 健康づくり推進課  ☎ 73-1212

歯質

糖分摂取の量 むし歯菌の量

むし歯

＋ 時間
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農
業
の
チ
カ
ラ

川
野　

隆　

さ
ん

　
　

あ
い
子
さ
ん

夫
婦
２
人
で
、
畑
45
ア
ー
ル
ほ
ど
で
露
地

野
菜
を
中
心
に
作
っ
て
い
ま
す
。

定
年
退
職
後
、
市
の
定
年
帰
農
者
講
習
会

を
受
講
し
、
野
菜
作
り
を
始
め
ま
し
た
。
畑

は
家
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
６

カ
所
ほ
ど
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
手
入
れ
は

大
変
で
す
が
、
野
菜
作
り
を
楽
し
ん
で
い
ま

す
。主

な
作
物
は
、サ
ツ
マ
イ
モ（
干
し
芋
用
）・

白
菜
・
ね
ぎ
・
ほ
う
れ
ん
草
・
キ
ャ
ベ
ツ
・

な
す
・
大
根
・
ト
マ
ト
な
ど
。

少
量
多
品
種
（
35
種
類
）
を
心
が
け
、
年

間
を
通
し
て
出
荷
し
て
い
ま
す
。
主
な
販
売

先
は
か
わ
ね
や
木
崎
店
・
市
役
所
で
の
朝
市

や
市
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
で
す
。

特
に
干
し
芋
は
、
店
頭
に
出
さ
な
く
て
も
ほ
と

ん
ど
口
コ
ミ
で
売
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
好
評
で
す
。

ま
た
、「
安
全
・
安
心
」
の
た
め
、
有
機
肥
料

を
使
っ
た
土
作
り
や
、
防
虫
ネ
ッ
ト
な
ど
を
使
い

減
農
薬
を
心
が
け
て
い
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
で
野
菜

の
管
理
台
帳
を
つ
け
品
質
管
理
も
し
て
い
ま
す
。

朝市での川野さん夫妻

定
年
を
機
に
野
菜
づ
く
り

食
を
支
え
る
農
業
に
ス
ポ
ッ
ト
を
あ

て
、
農
業
者
の
皆
さ
ん
の
意
気
込
み
を

伝
え
て
い
き
ま
す
。

（
天
神
林
町
）

問 

文
化
課
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　

 

推
進
室
（
内
線
５
４
１
）

「
豊ぶ

ん
ご
の
く
に
に
こ
う
じ
ょ

後
国
二
孝
女
物
語
」

は
、
江
戸
時
代
後
期
の
実
話

で
、
豊
後
国
臼う

す

杵き

（
現
大
分

県
臼
杵
市
）
の
若
い
姉
妹
「
つ

ゆ
」
と
「
と
き
」
の
親
孝
行

物
語
で
す
。

姉
妹
の
父
・
初は

つ

え

も

ん

右
衛
門

は
、
親し

ん

鸞ら
ん

聖
し
ょ
う

人に
ん

遺
跡
巡
拝

の
旅
の
途
中
に
病
気
に
な
り
、

青し
ょ
う
れ
ん
じ

蓮
寺
（
本
市
東
連
地
町
）

で
手
厚
い
看
護
を
受
け
て
い

ま
し
た
。

姉
妹
は
、
そ
の
父
を
迎
え

る
た
め
に
、約
３
０
０
里
（
約

１
２
０
０
㎞
）
離
れ
た
常
陸

国
へ
の
旅
に
出
発
。

豊
後
国
臼
杵
か
ら
青
蓮
寺

ま
で
の
約
２
カ
月
、
様
々
な

危
機
を
乗
り
越
え
た
姉
妹
は
、

７
年
ぶ
り
に
父
と
再
会
を
果

た
し
ま
す
。

「
つ
ゆ
」
と
「
と
き
」
は
、

父
の
看
病
で
青
蓮
寺
に
滞
在
し

て
い
る
間
、
親
鸞
聖
人
ゆ
か
り

の
地
を
訪
ね
歩
き
ま
し
た
。
枕

石
寺
（
上
河
合
町
）
の
西さ
い

天て
ん

和

尚
の
法
話
「
聖せ
い

天て
ん

子し

舜
し
ゅ
ん

王お
う

」

を
聞
い
て
涙
し
た
と
い
う
逸
話

も
残
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
二

人
が
父
を
連
れ
て
臼
杵
に
帰
る

際
に
は
、
河
合
神
社
で
道
中
の

安
全
を
祈
願
し
、
神
楽
舞
を
披

露
し
て
も
ら
っ
た
そ
う
で
す
。

地
域
の
民
話
や
史
実
な
ど
を

調
べ
て
い
る
石
月
ひ
ろ
子
さ

ん
（
中
城
町
）
に
お
話
を
伺
う

と
、姉
妹
が
涙
し
た
「
舜
王
」
は
、

中
国
の
伝
説
上
の
王
様
。
母
を

早
く
に
亡
く
し
て
、
継
母
と
父

親
と
暮
ら
し
て
い
た
が
、
父
親

か
ら
良
く
思
わ
れ
ず
殺
さ
れ
そ

う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し

「
舜
王
」
は
、
そ
ん
な
父
親

に
対
し
て
も
孝
を
尽
く
し
た

の
で
、
名
声
が
高
ま
り
王
に

な
っ
た
と
の
こ
と
。
石
月
さ

ん
は
、「
二
孝
女
物
語
は
事

実
で
あ
る
だ
け
に
奥
が
深
く
、

い
ろ
い
ろ
な
歴
史
上
の
人
物

と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ

か
ら
も
っ
と
研
究
し
広
め
て

い
き
た
い
」
と
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。

「時代背景や史実は民話に力を与え
る」と話す石月さん㊨

 

二
百
年
前
、約
千
二
百
㎞
を
旅
し
た

親
孝
行
姉
妹
が
い
た
…

朝
市
等
で
野
菜
を
販
売
し
、お
客
さ
ん
か
ら
「
甘

か
っ
た
、
美
味
し
か
っ
た
」
と
良
い
評
価
を
受
け

る
と
す
ご
く
嬉
し
い
し
、
や
り
が
い
が
も
出
て
き

ま
す
。

ま
た
、
話
を
し
て
い
る
と
、
お
客
さ
ん
の
求
め

て
い
る
も
の
が
わ
か
り
、
喜
ん
で
も
ら
え
る
良
い

野
菜
を
作
り
提
供
し
よ
う
と
思
い
ま
す
ね
。
一
番

嬉
し
か
っ
た
の
は
、
友
達
の
孫
が
う
ち
の
野
菜
を

食
べ
て
野
菜
嫌
い
が
直
っ
た
こ
と
で
す
。

こ
れ
か
ら
も
健
康
に
気
を
つ
け
て
、
長
く
続
け

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

野
菜
嫌
い
の
子
ど
も
で
も

自慢の白菜畑で

朝市でも人気
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65
才
以
上
の
方
の

　
　 介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

介
護
保
険
事
業
計
画
（
第
５

期
）
の
見
直
し
に
伴
い
、
平

成
24
年
度
か
ら
26
年
度
（
３
カ

年
）
の
65
歳
以
上
の
方
の
介

護
保
険
料
（
基
準
月
額
）
が
、

３
６
５
０
円
か
ら
４
２
４
０
円

に
変
わ
り
ま
す
。

今
回
の
見
直
し
で
は
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
利
用
の
増
加
や
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
待
機
者
解

消
を
図
る
た
め
の
施
設
整
備
、

そ
の
他
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
整
備
、
介
護
報
酬
改
定
な
ど

が
主
な
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
低
所
得
者
の
負
担
軽

減
を
図
る
た
め
、
第
3
段
階
に

新
た
な
軽
減
の
所
得
段
階
を
設

け
て
い
ま
す
。

問
高
齢
福
祉
課
（
内
線

１
５
５
）

所得段階 対象者
保険料
（年額）

第１段階
生活保護受給者
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方

円

第２段階
世帯全員が市民税非課税で「合計所得金額＋課税年金
収入額」が 80万円以下の方 円

第３段階
（軽減） 世帯全員が市民税

非課税で第 2段階
以外

「合計所得金額＋課税年金収入額」
が 120万円未満の方 円

第３段階
「合計所得金額＋課税年金収入額」
が 120万円以上の方 円

第４段階
（軽減）

世帯員に市民税課
税者がおり本人は
市民税非課税

「合計所得金額＋課税年金収入額」
が 80万円以下の方 円

第４段階 上記以外の方 円

第５段階 本人が市民税課税で合計所得金額が 190万円未満の方 円

第６段階 本人が市民税課税で合計所得金額が 190万円以上の方 円

平
成
24
年
度
お
よ
び
25
年
度
の
保
険

料
率
と
賦
課
限
度
額
が
次
の
と
お
り
改

定
さ
れ
ま
し
た
。

長
寿
医
療
制
度
の
保
険
料
率
は
県
内

一
律
で
、
医
療
費
の
動
向
を
ふ
ま
え
て

２
年
ご
と
に
見
直
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
本
年
度
の
保
険
料
は
７
月
下

旬
頃
に
通
知
し
ま
す
。

問
保
険
年
金
課
（
内
線
１
１
７
）

　 県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
☎

０
２
９
‐
３
０
９
‐
１
２
１
３
）

平成 24・25年度 平成 22・23年度
（参考）

保険料
均等割額 39,500円 37,462円
所得割率 8.00％ ％

保険料の賦課限度
額（上限額）

55万円 万円

長
寿
医
療
制
度
の

　
　
　 保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

　 【単身世帯保険料】
本人の収入が年金収入の
　みの場合

【2人世帯保険料】
世帯主（夫）の収入が年金のみで、妻に収入
がない場合（ともに長寿医療制度の被保険者）

年金収入
均等割額の
軽減割合

保険料
均等割額の
軽減割合

世帯主（夫）の
保険料

世帯員（妻）の
保険料

80万円以下 9割 円 9割 円 円

153万円 8.5割 円 8.5割 円 円

190万円 2割 円 5割 円 円

201万円 2割 円 2割 円 円

250万円 無し 円 無し 円 円

平成 24・25年度の保険料の具体例

保険料額 ＝
均等割額

＋
所得割額

39,500円 （前年中の総所得金額等
－ 33万円）   ％

【保険料の計算方法】

平成 24年度～ 26年度の保険料

＊世帯の所得水準により、所得割・均等割が軽減されます。

■ 公的年金が年額 18
万円以上の方

　→ 年金から差し引か
れます。【特別徴

収】

＊ 前年度に普通徴収
だった方も、随時、

特別徴収へ切り替

わります。

■ 公的年金が年額 18
万円未満の方、また

は年度の初め（4月
1 日）の時点で 65
歳になっていなかっ

た方、年金を受給し

ていなかった方など

　→ 納付書で個別に納
付していただきま

す。【普通徴収】

◇保険料の納め方◇

※ 保険料の納め方は、介
護保険・長寿医療とも
同じです。
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地域おこし協力隊プロデュース

5月 13日の「里美の日」では、恒例のメニュー
に加え、特別企画として、ニジマス釣り・葉ワ

サビ摘み体験・搾りたて牛乳試飲・里山俳句

ing＆カブトムシの幼虫とり体験など過去最多
のイベントで盛り上がりました。

参加した方からは、「茨城にこんなに良いと

ころがあったんだ！」との声も聞かれ、里美の

魅力に触れてもらうことができました。

里美の日って？
毎月第 2日曜日に開催している、里美地区の元気を

発信し、魅力を再発見する日です。住民の「地域のため

に何かしたい」という思いから生まれました。

里美地区にあるお食事処、旅館、パンやお菓子の店、

農園、酒蔵などが、少しずつ自分たちにできるおもてな

しをしています。

5月 4日、「さとみ春の味覚祭」に参加し、
協力隊手作りの「甘酒ミルクプリン」を販売

しました。地元の酒蔵の酒粕を使ったこのプ

リン、レシピも酒蔵の奥さん直伝！食べる前

は、「どんな味…？」と不思議がっていたお客

さんにも、「おいしい！！」と高評価をいただ

きました。

里川町の
釣 堀 で。
ニジマス
釣れたか
な？

甘酒ミルクプ
リン、実はお
いしいです

上深荻大菅
町会の水力
精米所で精
米したお米
を使った、
「塩おむす
び」。その
味と輝きに
感激！

毎月第３日曜日は家庭の日

ねむるとき　
　　　ままのねいきも
　　　　　　　　こもりうた

［小学１・２年生の部］　久米小１年（受賞時）　井坂  未来

平成 23年度常陸太田市家庭の日推進募集標語　優良賞

  白石 百合乃
【金砂郷支所】

私たちが地域
おこし協力隊
です！
【  】は勤務先 笹川 貴吏子

【里美支所】  長島 由佳
【里美支所】

 石川 明紗
【里美支所】    野嵜 真衣

【金砂郷支所】

「磯山さやかの旬刊！いばらき」
毎週金曜午前 10 時 50 分頃から、テレビ
朝日「若大将のゆうゆう散歩」内で放送中！

※ 常陸太田市のホームページでこの放送が
ご覧いただけます。トップページ下の専
用バナーをクリック！

県内の観光スポットや特産品を紹介する
テレビ放送
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　人権擁護委員は、皆さんの人権が侵されないよう
に注意を払い、もし人権が侵された人がいたときは、
その解決に努めます。本市の人権擁護委員は次のと
おりです。お気軽にご相談ください。

（敬称略）
氏　名 住　所 電話番号

大森　眞一 栄町

生天目　操 下利員町

沢幡　幸雄 稲木町

髙橋　静子 大森町

大畠　正芳 幡町

荷見紀世美 下高倉町

大須賀　治 西染町

根本　　肇 沢目町

豊田　洋子 小妻町

大曽根民子 花房町

人権擁護委員の皆さんをご紹介します

問社会福祉課社会福祉係（内線 141）

　障害のある方やその家族から相談をお受けします。
助言や指導を行い、障害のある方の活動を支援しま
す。本市の身体障害者相談員・知的障害者相談員は
次のとおりです。お気軽にご相談ください。

（敬称略）
氏　名 住　所 電話番号

身体障害者相談員

髙木　　昇 栄町

松本　克一 木崎一町

内井香恵子 幡町

和田　守男 岩手町

知的障害者相談員

篠﨑　彰良 宮本町

見代　三郎 小妻町

山本　寿江 国安町

岡崎優美子 赤土町

身体障害者相談員・知的障害者相談員の
皆さんをご紹介します

問社会福祉課障害福祉係（内線 143・162）

久
慈
の
杜
１
０
０
㎞
徒
歩
の
旅

チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
小
学
生

『
久
慈
の
杜
１
０
０
㎞
徒
歩
の

旅
』
は
、
小
学
生
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ス
タ
ッ
フ
の
サ
ポ
ー
ト
に
よ
り
、

常
陸
太
田
市
・
常
陸
大
宮
市
・
大

子
町
の
３
市
町
、
１
０
０
㎞
の
道

の
り
を
、
４
泊
５
日
を
か
け
て
自

分
の
足
で
歩
き
ぬ
く
体
験
型
青
少

年
育
成
事
業
で
す
。

こ
の
試
練
を
自
分
の
力
で
乗
り

越
え
る
こ
と
で
、
何
事
も
や
れ
ば

で
き
る
と
い
う
強
い
精
神
力
が
宿

る
こ
と
で
し
ょ
う
。

■
と
き　

８
月
８
日
水
〜
12
日
日

■ 

行
程　

常
陸
太
田
市
〜
常
陸
大

宮
市
〜
大
子
町
〜
常
陸
太
田
市

■ 

対
象
者　

小
学
４
〜
６
年
生

（
先
着
順
60
人
予
定
）

■ 

参
加
費　

２
万
３
千
円
（
三

度
笠
、
記
念
Ｔ
シ
ャ
ツ
、
記

録
ビ
デ
オ
、
保
険
、
事
業
行

程
中
の
食
事
代
な
ど
）

■ 
申
込
方
法　

市
内
各
小
学
校

で
配
布
さ
れ
る
応
募
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
し
、
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
申
込
期
限　

６
月
25
日
月

問 

㈳
常
陸
太
田
青
年
会
議
所

「
久
慈
の
杜
１
０
０
㎞
徒

歩
の
旅
」
団
長　

鈴
木
康

之

　

 

０
９
０
‐
１
０
５
４
‐

３
７
７
２

　

suzukiyasuyuki1129

　

@
gm
ail.com

募
集
！

第 5回
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✿
✿

（情報政策課広報広聴係あて）

＜回答方法＞
アンケート用紙を切り取って、最寄りの公共施設のアンケート回収ボック

スに入れていただくか、ファクシミリ（72-3002）でお送りください。二
次元コードを認識できる携帯電話をお持ちの方は、右の画像を読み取って

アンケートサイトから回答することもできます（※通信料がかかります）。

✂
＜質問内容＞　番号に○をつけてください

性別   ① 男　　② 女 年齢
  ① 19歳以下　② 20～ 39歳　③ 40～ 59歳
  ④ 60～ 79歳　⑤ 80歳以上

質問１
広報紙は普段からよく読みますか？
　① よく読む　　② さっと目を通す程度　　③ あまり読まない

質問２

毎月の広報紙で関心があるコーナーは何ですか？（いくつ選んでも可）。

　①特集　　②おめでとうございます　　③エコミュージアム通信　　④二孝女物語　　⑤トピックス

　⑥つながりぼん　　⑦健康でいこう　　⑧文化財見どころガイド　　⑨農業のチカラ

　⑩防火クラブ・消防団紹介　　⑪インフォメーション　　⑫まちの話題　　⑬てくてくウォーク

　⑭園児たちのギャラリー　　⑮ボランティアがんばってます！　　⑯子育て応援広場　　

質問 3
広報紙で掲載してほしい記事やコーナーがあれば記載してください。

質問 4
広報紙全般について、ご意見があれば自由に記載してください。

広報
ひたちお

おた

「広報ひたちおおた」について、市民の皆さんのご意見をお寄せください。

お寄せいただいたご意見は、今後の広報紙づくりの参考にさせていただきます。

✂

温
か
い
ご
支
援
・
ご
協
力
、

　
　
　
　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

◇ 

東
日
本
大
震
災
義
援
金
（
平
成
24
年
４
月
24
日
〜
５
月

21
日
受
入
分　

順
不
同
）

　
〈
個
人
〉

　
　

 

Ｇ
ｅ
ｏ
ｒｇ 　
Ｔ
ｏ
ｗ
ｎ　

酒
向
誠
吾 

様　

９
１
４
０
円

　
〈
団
体
・
法
人
〉

　
　

絆
友
の
会 

様　

６
万
１
千
円

　

義
援
金
累
計　

　
　

９
７
５
９
万
２
６
０
８
円

◇ 

ふ
る
さ
と
常
陸
太
田
（
平
成
24
年
３
月
９
日
〜
５
月
８
日

受
入
分　

順
不
同
）

　

ふ
る
さ
と
納
税
に
よ
り
、
寄
附
を
い
た
だ
い
た
方
で
す
。

　

 

○ 

日
座
正
則 

様
（
市
内
天
神
林
町
）
１
０
０
万
円
〔
歴
史
・

文
化
〕

　

○
匿
名
の
方
（
ひ
た
ち
な
か
市
）
５
万
円
〔
指
定
な
し
〕

　

○
匿
名
の
方
（
水
戸
市
）
５
万
円
〔
指
定
な
し
〕

　

○
匿
名
の
方
（
水
戸
市
）
50
万
円
〔
指
定
な
し
〕

◇ 

善
意
あ
り
が
と
う
（
順
不
同
）

　

 

○ 

横
山
亮
次 

様
＝
市
内
小
中
学
校
10
校
へ
理
科
教
材

　

○ 

庄
司
敬
一 

様
＝
学
校
図
書
購
入
費
用
と
し
て
20
万
円

　

○ 

綿
引
愼
記 

様
＝
市
内
全
小
学
校
に
カ
ワ
セ
ミ
の
写
真
と

額
縁
一
式

皆
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
ご
厚
意
は
、

大
切
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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まちの話題 my town news 

このプロジェクト（山口景司代表）は、酒造りを通

して地域の特産品を生み出し、農業・産業の活性化を

目指すため、地域の有志により今年 1月に始動。5月
12日には、芦間町で酒米・美山錦の田植えと御田植祭
を行いました。

御田植祭では、おいしいお米になるように、常陸太

田大使「竜馬」がヴァイオリンを生演奏。

今後、日本酒の勉強会、秋の稲刈り、製品のデザイ

ン募集、酒造り等を予定しています。

常陸太田大使「竜馬」
のヴァイオリンライヴ

5月 26日、茅根町自然薯研究会（江幡隆雄会長）に
よる自然薯オーナー制の種芋植え付けが行われました。

旧佐都小に隣接した畑には、市内のほか土浦市や東

京都からオーナー 24人が集まり、研究会の会員 8人
の指導のもと、自然薯の種芋を植え付けました。

江幡会長は、「研究会発足から約 10年。失敗を繰
り返し、ようやく人前に出せるような自然薯ができた。

3年前から始めたオーナー制も、年々数が増えてうれ
しい限り。今後は、オーナーから預かった自然薯を大

事に育て、11月には収穫祭を実施し、オーナーの喜ぶ
顔が見たい」と話していました。

5月 17日、西山荘で「光圀公御前田御田植祭」が行
われ、太田進徳幼稚園の園児たちが田植えを行いまし

た。光圀公が自ら耕したと言われる御前田で子どもた

ちは泥だらけになりながらも１本１本丁寧に苗を植え

ていました。園児たちは「早くおいしいお米にならな

いかなあ」と楽しそうに話し、見守る大人たちの笑い

を誘っていました。

5月16日、世矢小（萩庭宏信校長）の5年生43人が、「田
植えの体験学習」を行いました。これは毎年、世矢公

民館・老人クラブと合同の 3世代ふれあい事業として
行っているもの。裸足で田んぼに入った児童からは「何

かいる」「泥ってあったかい」との声。その後地域の方

から指導を受け真剣に苗を植えていきました。

5月 27日、大方町の鹿島神社（多賀谷謙豊宮司）で、
伝統の「御田植祭」が行われました。

豊穣を祈願し、神前に御供えする米を栽培するため

のもので、大勢の観客が見守る中、浅川沿いの「御神

饌田（ごしんせんでん）」に、丁寧に苗を植えました。

酒米・美山錦の田植え

「上手に植えたよ！」 一緒に田植えをした大久保市長と

指導を受け良い手つきに 恐る恐る田んぼに入る

田植えをする
「早乙女」は小
学生から 90歳
代まで幅広い

太
田
進
徳
幼
稚
園

世
矢
小
学
校

㊤参加者全員で記念撮影
㊨ 植え付けを行うオーナー
と研究会員

鹿
島
神
社
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5月 22～ 23日、NHK総合テレビの「キッチンが走
る！」のロケが市内で行われました。　

「春の野菜」をテーマに、杉浦太陽さんと料理人山本

秀正さんが、1泊 2日で市内を「キッチンカー」で走り、
食材探しの旅をしました。

里美地区で旬の農産物を探しながら生産者と交流し、

集めた「ふき」や「しいたけ」、「キャベツ」や「たまご」

を使って、翌日創作料理でお世話になった方たちをも

てなしました。

この番組は、6月 15日（金）午後 8時から放送予定です。

5月中旬、本多技研さん宅（増井町）の藤の花が見
ごろを迎えました。今年は息子の雅樹さんがぶどう園

の仕事の合間に１人で剪定を行ったそうです。藤園は

誰でも見られるよう開放。花の種類が多く 1週間ほど
見ごろが続きました。

また、茅根一之さん宅（中利員町）の樹齢 100年
を超える藤の花 2本も見事でした。昨年は東日本大震
災で 1本が倒れ傷みましたが、手入れを続け今年も見
事に花を咲かせました。この藤の花を見に今年も大勢

のお客さんが訪れました。

4月 13日、退職してからカメラを始め 79歳になる
現在も趣味として写真を続けている綿引愼記（ちかふ

さ）さん（真弓町）から、市内全小学校（14校）に額
装された瑠璃色に輝くカワセミ（市の鳥）の写真が寄

贈されました。

綿引さんは、「『カワセミ』を知らない子が多い。親

も昆虫のセミと間違

えることがありま

す。カワセミがいる

すばらしい自然環境

は、市民の誇りです

ね」と話していまし

た。

広報 4月号の表紙を飾ったウサギの雛人形を制作し
たグループが「布

ふ

遊
ゆう

」です。5人のグループで、3年
ほど前から活動を始めました。古い「布」と「遊ぶ」

というイメージから布遊と名付けたそうです。

何か町おこしの手伝いができないかと 3月のスロー
タウン鯨ヶ丘雛まつりで雛人形を作りました。もうす

でに来年の雛まつりに向け

て、作成を開始しているそ

うです。

カワセミが魚を捕らえた写真と綿引さん

中野林平さん宅でしいた
けを取材

キッチンカーで調理本多さん宅の藤園 茅根さんと藤の花

㊧メンバーの皆さん　㊤作品
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市内の自然・史跡や特産品なども交えて見所をお伝えしながら、地元の
身近なウォーキングコースを紹介していきます。地元の意外と知られて
いない名所や素晴らしい自然、見所を巡りながら、皆さんもぜひ歩いて
みませんか。

 
文化課エコミュージアム推進室（内線 541）

幸久小

防火水槽

幸久幼稚園

消火栓

スタート

庚申供養塔庚申供養塔

JR水郡線

JR水郡線

久慈川

コンビニ　●

河合町公民館

河合駅

河合神社

防人の碑

枕石寺

幸久公民館

　●

上河合公民館

①
②

③

④

⑤

⑥

⑧

⑦

Ｐ

⑤ 枕石寺

⑦ 馬頭観世音

③ 如意輪観音と子育て観音
① 如意輪観音⑧ 

④ 河合神社

宇野竹寿翁像（幸久小入口）かえりみの像
（幸久小校舎前）② 

⑥ 防人の碑
牛馬などを祀る供養塔

防人が故郷を出
る時に詠んだ歌
で万葉集にも収
められている。

親鸞聖人（しんらんしょうにん）ゆか
りの寺。二孝女とのつながりもある。

徳川光圀公も見に来たという藤棚
がある。

道路改良で一箇所に集
められた。

故郷を振り返る防人の像。幸久小で
は防人について学習している。

教育施設の充実に私財を投じ、
地域の発展に貢献。平成 20年
に現在の場所に移設された。

にょいりんかんのん

ちんせきじ

さきもり

ばとうかんぜおん

たけじゅ

二体の観音像が収めら
れている。
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『まちかど案内人の会』は、平成 12年 9月に結成
され、現在 41人の会員で運営しています。発足のきっ
かけは、まいづる塾・市生涯学習センターの共催によ

る「案内人養成講座」を学んだ修了生が、観光ボラン

ティアガイドを立ち上げたことによります。

主な活動は、西山荘をはじめ、市内の自然や文化・

歴史遺産等の、観光客へのボランティアガイドです。

当初は、主に西山荘周辺のガイドを行っていました

が、本市が佐竹氏の発祥の地ということから、県立

歴史館の先生を招いての勉強会で佐竹氏の歴史を学び、

会員全体で案内できるようにしました。

また、年 4回、生涯学習センターで市民講座「常陸
太田探検講座」の講師も行っています。

昨年は、観光ボランテイア県大会、巨樹巨木フォー

ラム全国大会、全国藩校サミットなどから案内・依頼

を受け、活動の幅を広げました。

今後は、案内資料の再編成を

行っていきたい考えています。

また、通常は予約制ですが、

梅まつり・ゴールデンウィーク・

花菖蒲まつり・秋の紅葉の時期

の週末は、西山の里桃源で予約

なしで案内していますので、ぜ

ひ声をかけてください。

★ 「広報ひたちおおた」では、ボランティアに取り組ん
でいる方や団体を応援し、毎月ご紹介していきます！
　問情報政策課広報広聴係（内線 303・304）

ボランティア

　がんばって
ます！

市の観光を支えるボランティア

『常陸太田ま
ちかど案内人

の会』

第 3回

おにぎり、ウインナー、ハンバーグ、えびフライ・・・
大好きなものをぜーんぶいれちゃった！
おいしそうにできたみんなのお弁当を乗せて、水族館
へ出発進行！

ちゃん

ちゃん

ちゃん

くん

ちゃん

くん

くん

ちゃん

ちゃん

くん
ちゃん

くん

くん くん

くん

ちゃん

ちゃんくん

ちゃん

『まちかど案内人の会』
会長の豊田正枝さん 

◇『まちかど案内人の会』についてのお問い合わせは、
 　  市観光物産協会（☎ 72  -8194）へ
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表紙に

よせて

広報広聴係でアルバイト中の
カワセミの「こーたん」

ファミリー・サポート・センター
子育てをしていると、ちょっと助けてもらえば切り抜けられることってあ

りますよね。お父さん、お母さん、家族が困っているそんなとき、助けて

くれる人がいます！

ファミリー・サポート・センターでは、子どもの一時的な保育や、児童ク

ラブ等への送迎、その他保育に関するお手伝いをしています。

利用会員（子育ての支援を受けたい方）として事前に登録することで、下

記のようなサービスを受けることができます。

□サービスの内容
　　○保育園、幼稚園、児童クラブ等の送迎、終了後の預かり
　　○お母さん等のリフレッシュや外出時の預かり

　　○産前産後のお母さんのお世話

□利用料金　　○ 1時間 400円　※以降 30分ごとに 200円
　　　　　　　○会費（利用した月のみ）　　1月 100円　

問ファミリー・サポート・センター「ほのぼのおおた」☎ 72-4574

～協力会員も募集中～

保育に関するお手伝いをしてくださる協力会員の登録も募集しています。

特別な資格は必要ありません。

サービスの利用と提供の両方を希望する場合には両方会員になることも

できます。ぜひ登録して、みんなで力を合わせて、子育て中の家庭をサポー

トしましょう。

協力会員として充
実した日々

野沢 信一 さん
 　　　　（幡町）

放課後児童クラブから、
お子さんの自宅まで歩い
て送迎しています。仕事
で忙しいお父さんやお母
さんの役に少しでも立て
ればうれしいですね。

voice ―

（社会福祉協議会内）

短時間でも助かっ
ています

田代 朝子さん・
美織 ちゃん（幡町）

自宅でピアノを教えてい
る間、6か月の娘を預かっ
てもらっています。子ど
もの成長を気にかけてく
れたり、私のことも気遣っ
てくれて、とても助かっ
ています。

voice ―

「うちわを作っているところを撮らせてもらえますか？」とお願いすると、「はい、わかりました」と笑顔で答え
てくれた圷 總子（ふさこ）さん。魔法のような手さばきであっという間に竹が編まれていきました。


