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夢
の
あ
る
ま
ち
、

暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
、

市
民
の
笑
顔
が
あ
ふ
れ
る
ま
ち
。

　筑西市は、茨城県の西部、日本百名山の一つ「筑波山」

の西側に位置する、自然の恵み豊かな中核拠点都市です。

人口約11万人、205.35 平方キロメートルの面積を有して

おります。市域はほぼ平坦で、利根川の支川、鬼怒川・小

貝川が南北に貫流し、肥沃な田園地帯を形成しています。

農業・商業・工業が連携した交流型産業構造のもとで発展

を続けていますが、特に農業産出額は全国有数で、特産の

米や梨、こだますいか、きゅうり、トマト、いちご、常陸秋そばは、

全国の消費者の皆様から高い評価を受けております。

　また本市は、日本一の大神輿と30数基の子ども神輿が

渡御する下館祇園まつり、 小栗判官の伝説にちなんだ小栗

判官まつり、 真岡鐵道ＳＬの始発駅、市街地を流れる勤行

川の鮭の産卵などが有名ですが、何といっても２人の文化

勲章受章者、陶芸家　板谷波山と洋画家　森田茂の故郷とし

て知られており、このことは市民の大きな誇りです。

　今後は「人と自然　安心して暮らせる　共生文化都市

̶市民との協働で進める筑西市の創造̶」を将来都市像

に、市民と行政が手と手をとりあって、元気なまちづくりを

一生懸命に推進してまいります。そして「夢のあるまち、暮

らしやすいまち、市民の笑顔があふれるまち」を実現してい

きます。

　この市勢要覧は、「共生文化都市への大きな流れ」をテー

マに、活き活きと輝く「人」にスポットを当てて編集いたし

ました。様々な分野で活躍され、本市の明るい未来に向け

た「大きな流れ」を生み出しておられる方々を多く取り上げ

ております。この冊子を通して、皆様に筑西市の現況や魅

力をより一層深く理解していただければ幸いです。

筑西市長　吉澤　範夫 

● 発刊にあたって
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筑西の

黎明。
黎
明
と
は
、
明
け
方
を
差
す
言
葉
で
あ
り
、
物
事

が
盛
ん
に
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
時
や
、
新
た
な

文
化
が
起
ろ
う
と
し
て
い
る
時
を
意
味
し
ま
す
。

平
成
十
七
年
に
誕
生
し
た
筑
西
市
は
、
今
ま
さ
に

黎
明
期
の
最
中
に
あ
り
ま
す
。
人
と
自
然
が
調
和

を
保
ち
、
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
「
共

生
文
化
都
市
」
の
実
現
に
向
け
た
新
た
な
取
り
組

み
が
、
市
の
至
る
所
で
胎
動
し
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、
過
去
か
ら
現
在
、
そ
し
て
未
来
へ
と
続
い

て
い
く
社
会
の
営
み
は
、
筑
西
市
に
豊
か
な
恵
み

を
も
た
ら
す
幾
筋
も
の
河
川
の
流
れ
に
例
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

先
人
の
遺
し
た
大
い
な
る
歴
史
の
「
流
れ
」
を
受

け
継
ぎ
な
が
ら
、
新
た
な
「
流
れ
」
を
創
造
す
る

こ
と ̶

̶

こ
の
市
勢
要
覧
で
は
、「
共
生
文
化
都
市
へ
の
大

き
な
流
れ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
市
民
と
行
政
が

活
き
活
き
と
協
働
す
る
筑
西
市
の
姿
を
、
様
々
な

角
度
か
ら
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

れ
い
め
い
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P R O F I L E
プロフィール

板谷 波山

森田 茂

未
だ
誕
生
し
て
間
も
な
い
筑
西
市

で
す
が
、
そ
の
源
流
に
は
、
豊
か

な
文
化
を
湛
え
た
歴
史
の
「
流
れ
」

が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、
筑
西
が

生
ん
だ
二
人
の
文
化
勲
章
受
章
者
、

陶
芸
家　
板
谷
波
山
と
洋
画
家　
森

田
茂
で
す
。

こ
の
特
集
で
は
、
わ
が
国
を
代
表

す
る
芸
術
家
で
あ
る
二
人
の
生
涯

を
通
し
て
、
私
た
ち
筑
西
市
が
「
共

生
文
化
都
市
」
を
実
現
す
る
に
あ

た
っ
て
、
引
き
継
ぐ
べ
き
文
化
の

潮
流
を
辿
り
ま
す
。

源流。
筑西の
巻頭特集

黒
川
能　
石
橋　
（
１
９
８
３
）　

し
も
だ
て
美
術
館
蔵

葆光彩磁珍果文花瓶
（1917）　泉屋博古館分館蔵

筑西市は、平成 17 年 3 月 28 日に下

館市・関城町・明野町・協和町の 1

市 3町が合併し、誕生しました。東京から

北へ約 70km、茨城県の西部に位置し、東

西は約 15km、南北は約 20km で、面積は

205.35km2 です。

　南は下妻市及び日本を代表する科学技術中

枢都市「つくば」を含むつくば市に隣接し、

東は桜川市に、西は結城市、八千代町及び栃

木県小山市に、そして北は真岡市に隣接して

います。

　地形はおおむね平坦で、鬼怒川・小貝川な

どが南北に貫流し、肥沃な田園地帯を形成し

ています。

　標高は、約 20ｍから 60ｍで、北部には、

阿武隈山系の一部につながる丘陵地帯があ

り、その標高は約 200mとなっています。

　気候は太平洋型の気候であり、四季を通じ

て穏やかです。

道路体系は、市のほぼ中心を東西方向

に国道 50 号、南北方向に国道 294

号が整備され、この 2路線が交差した部分

が市の中心部になります。さらにここから石

岡市方面やつくば市方面、古河市方面に、放

射状に県道が整備されています。

鉄道については、東西にＪＲ水戸線が

走り、下館駅を起点として、南は取

手まで関東鉄道常総線、北には茂木まで真岡

鐵道真岡線が運行されています。

　この度合併して誕生した筑西市では、「人

と自然、安心して暮らせる共生文化都市」を

新市の将来像に置き、県域を越えた北関東連

携軸の新たな拠点として、産業や観光・レク

リエーション、文化をリードする魅力ある都

市圏の形成を目指していきます。

　

県
域
を
越
え
た
北
関
東
連
携
軸
の
新
た
な
拠
点
と
し
て
。

P
R

O
F

IL
E

筑西市の人口（常住人口）

　人口：108,580 人

　男性：53,663 人

　女性：54,917 人

　世帯：35,350 世帯
　　　　（平成 22 年３月１日現在）　
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西
市
）
で
醤
油
醸
造
業
を
営
む
家

庭
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
東
京
美
術

学
校
（
現
東
京
芸
術
大
学
）
彫
刻

科
に
入
学
の
た
め
上
京
、
岡
倉
天

心
・
高
村
光
雲
ら
の
指
導
を
受
け

ま
し
た
。
同
校
を
卒
業
後
は
石
川

県
立
工
業
学
校
に
主
任
教
諭
と
し

て
採
用
さ
れ
、
陶
芸
の
指
導
を
担

当
。
本
格
的
に
作
陶
に
打
ち
込
む

よ
う
に
な
り
、
職
を
辞
し
陶
芸
で

身
を
立
て
る
こ
と
を
決
意
し
ま

す
。「
波
山
」
の
号
は
「
筑
波
山
」

に
因
ん
で
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
。

波
山
が
東
京
都
田
端
に
工
房
を
開

い
た
時
に
は
、
遥
か
彼
方
に
見
え

る
筑
波
山
の
雄
姿
に
心
を
打
た
れ

た
と
い
い
ま
す
。

厳
し
さ
と
優
し
さ

　

作
品
に
向
き
合
う
時
は
妥
協
を

許
さ
ず
、
近
寄
り
が
た
い
険
し
い

表
情
を
見
せ
る
板
谷
波
山
。
け
れ

ど
来
客
が
あ
る
と
、
に
こ
や
か
に

客
人
を
も
て
な
し
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ

れ
る
四
方
山
話
を
し
て
、
人
を
笑

わ
せ
る
こ
と
が
好
き
で
し
た
。
枯

れ
木
に
花
が
咲
い
た
り
、
実
が

な
っ
た
り
す
る
の
は
板
谷
家
で
は

良
く
あ
る
こ
と
。
豆
腐
と
焼
海
苔

を
使
い
鰻
の
か
ば
焼
き
そ
っ
く
り

に
作
っ
た
料
理
が
宴
席
に
出
さ
れ

た
こ
と
も
あ
り
、
茶
目
っ
け
た
っ

ぷ
り
だ
っ
た
と
孫
の
村
田
あ
き
子

さ
ん
は
語
っ
て
い
ま
す
。

ま
る
夫
人
の
内
助

　

ど
こ
ま
で
も
己
の
理
想
美
を
追

求
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
貧
困
と

の
闘
い
で
も
あ
り
ま
し
た
。
波
山

が
貧
困
に
屈
せ
ず
、
芸
術
に
精
進

で
き
た
の
は
、
台
所
を
守
っ
て
き

た
妻
の
ま
る
の
功
労
が
大
き
い
で

し
ょ
う
。

　

ま
る
は
芯
の
強
い
女
性
で
、
体

裁
を
気
に
せ
ず
、
な
り
ふ
り
か
ま

わ
ぬ
天
真
爛
漫
な
性
格
。
貧
乏
の

底
に
あ
っ
て
も
窮
状
を
な
ん
と

か
し
の
ぎ
な
が
ら
、
く
よ
く
よ
せ

ず
前
に
進
ん
で
い
く
楽
天
的
な

性
格
が
、
陶
芸
家
・
波
山
の
躍
進

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
す
。

ふ
る
里
へ
の
思
い

　

太
平
洋
戦
争
時
、

郷
里
下
館
町
に
疎

開
し
た
の
を
は
じ

め
と
し
て
、
波
山

と
筑
西
の
関
わ
り

は
生
涯
を
通
じ
て

絶
え
る
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

良
く
知
ら
れ
て

い
る
話
で
す
が
、

波
山
は
１
９
３
３
年
か
ら
約
20
年

間
、
下
館
町
に
住
む
80
歳
以
上
の

高
齢
者
に
、
長
寿
を
祝
し
て
自
作

の
鳩
杖
を
贈
り
続
け
ま
し
た
。
そ

の
数
３
１
９
本
。
ま
た
、
郷
里
の

日
中
戦
争
戦
没
者
遺
族
を
励
ま
そ

う
と
、
お
よ
そ
18
年
を
か
け
て
全

て
の
遺
族
に
香
炉
や
観
音
像
を
寄

贈
（
２
８
１
戸
）。
波
山
は
仕
事

の
合
間
を
ぬ
っ
て
そ
れ
ら
を
全
て

自
ら
の
手
で
仕
上
げ
て
い
ま
す
。

最
晩
年
に
は
、
私
財
を
投
じ
て
郷

里
に
奨
学
金
制
度
を
設
立
。
現
在

で
も
、
下
館
一
高
・
二
高
に
在
学

す
る
四
年
制
大
学
進
学
者
を
対
象

に
し
て
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
逸
話
の
数
々
か
ら

は
、
博
愛
の
心
に
溢
れ
た
波
山
の

人
柄
が
偲
ば
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ

こ
に
は
、
自
分
を
生
み
育
て
て
く

れ
た
郷
里
の
人
た
ち
へ
の
恩
返
し

の
気
持
ち
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
彼
を
支
え
続
け
た

筑
西
の
人
々
の
思
い
、
深
い
愛
情

が
、
波
山
が
歩
ん
だ
厳
し
く
険
し

い
芸
術
の
道
に
、
明
り
を
灯
し
て

き
た
の
で
し
ょ
う
。

陶
聖
、
板
谷
波
山

　

没
後
47
年
、
今
な
お
板
谷
波
山

を
越
え
る
陶
芸
家
は
現
れ
て
い
な

い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
板
谷
波

山
は
日
本
の
近
代
陶
芸
の
開
拓
者

で
あ
り
、
陶
芸
家
と
し
て
は
初
の

文
化
勲
章
受
章
者
で
す
。
本
名
は

板
谷
嘉
七
。
１
８
７
２
年
（
明
治

５
年
）
真
壁
郡
下
館
町
（
現
・
筑

明
さ
ん
。
著
書
「
板
谷

波
山
の
生
涯
」
で
知
ら

れ
る
板
谷
波
山
研
究
の

第
一
人
者
で
す
。

　

荒
川
さ
ん
は
「
世
に

送
り
出
さ
ず
に
壊
し
た

作
品
の
カ
ケ
ラ
で
す
か
ら
、
そ
こ

に
光
を
当
て
る
こ
と
は
板
谷
先
生

の
意
思
に
は
反
す
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
け
れ
ど
、
汚
れ
を
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
し
た
ら
、
陶
片
が
宝
石
の

よ
う
に
輝
き
だ
し
た
ん
で
す
。
現

存
す
る
作
品
に
は
な
い
技
法
や
作

風
を
陶
片
に
見
つ
け
る
こ
と
も
あ

る
。
な
ぜ
、
壊
し
て
し
ま
っ
た
の

か
と
思
う
く
ら
い
素
晴
ら
し
い
陶

片
も
あ
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
カ

ケ
ラ
か
ら
、
人
間
・
板
谷
波
山
の

思
い
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。

　

板
谷
波
山
の
作
品
に
対
す
る
姿

勢
は
恐
ろ
し
い
く
ら
い
厳
し
か
っ

た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
実
験
的
に

作
っ
た
作
品
や
、
新
し
い
試
み
で

作
ら
れ
た
作
品
も
多
く
「（
作
陶

は
）
博
打
み
た
い
な
も
の
で
、
半

分
以
上
は
失
敗
覚
悟
だ
っ
た
で

し
ょ
う
ね
」。

　

世
に
残
さ
れ
た
作
品
と
壊
し
て

し
ま
っ
た
作
品
の
一
線
は
ど
こ
に

あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
ん
な

疑
問
を
荒
川
さ
ん
に
伺
っ
て
み
る

と
「
自
身
の
理
想
の
中
に
納
ま
る

の
か
、
だ
め
な
の
か
、
そ
の
違
い

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
答
え

が
返
っ
て
き
ま
し
た
。
極
貧
に
あ

え
ぐ
修
羅
場
の
よ
う
な
暮
ら
し
の

中
に
あ
っ
て
も
、
芸
術
家
と
し
て

の
誇
り
を
失
わ
ず
、
自
分
の
理
想

に
叶
わ
な
い
作
品
を
後
世
に
残
す

こ
と
を
良
し
と
し
な
か
っ
た
波

山
。
そ
の
高
潔
な
姿
は
、
時
を
経

て
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
の
胸

を
打
ち
ま
す
。

　

平
成
二
十
二
年
に
、
開
館
三
十

周
年
を
迎
え
た
板
谷
波
山
記
念
館

に
は
、
波
山
の
生
家
が
そ
の
ま
ま

の
姿
で
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
田
端

の
工
房
も
移
築
さ
れ
、
波
山
が
手

作
り
し
た
家
具
や
道
具
、
数
々
の

作
品
を
生
み
出
し
た
窯
を
見
る
こ

と
が
出
来
ま
す
。

　

東
京
田
端
の
工
房
に
積
み
上
げ

ら
れ
た
陶
片
。
作
品
に
は
妥
協
を

せ
ず
、
理
想
を
探
求
し
続
け
た
板

谷
波
山
は
、
納
得
の
い
か
な
い
作

品
は
そ
の
場
で
た
た
き
壊
し
て
い

ま
す
。
そ
の
陶
片
に
光
を
当
て
た

の
が
学
習
院
大
学
教
授　
荒
川
正

日
本
近
代
陶
芸
の
祖
と
し
て
、
数
々
の
輝
か
し
い
功
績
を
遺
し
た
板
谷
波
山
。

九
十
二
年
の
生
涯
を
通
じ
芸
術
の
極
地
に
挑
み
続
け
た
偉
人
の
足
跡
を
辿
る
と
、

そ
こ
に
は
人
間
味
豊
か
な
彼
の
実
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

生
誕
の
地
で
あ
る
筑
西
で
、「
人
間
・
板
谷
波
山
」
の
魅
力
に
出
会
っ
て
く
だ
さ
い
。

人
間
、板
谷
波
山
と
筑
西
。

板谷波山記念館
1980 年（昭和 55 年）、板谷波山の足跡を伝える
記念館として、生家敷地内に開館。

開館時間／ 10 時～ 18 時（入館は 17 時 30 分まで）
休　館　日／毎週月曜日・年末年始（12 月 28 日～

1 月 4 日）※祝日の場合はその翌日
入　館　料／しもだて美術館との共通券 300 円、単

独券 200 円　小中学生・高校生は無料
住　　所／筑西市田町甲 866（水戸線下館駅北口

より徒歩 10 分）
問い合わせ／ 0296-25-3830

陶
片
が
語
る
舞
台
裏葆光彩磁珍果文花瓶  （1917）　重要文化財　泉屋博古館分館蔵

彩磁草花文花瓶  
（1940）　しもだて美術館蔵

映画『HAZAN』 （桜映画社　2003 年）

監督：五十嵐　匠　出演：榎木　孝明、南　果歩　他

近代の陶磁器として平成 14 年に宮川香山の作品と共に初めて国の重要

文化財に指定された作品。波山の作品は、「葆光釉」と呼ばれる光を包み

込むようなやわらかな質感の釉薬に特徴があり、「葆光彩磁珍果文花瓶」

でも大型の器面全体をむらなく覆い、その柔らかな光の表現は独自の世

界を創り出しています。波山は、葆光釉の他にも「彩磁」「白磁」「青磁」

など様々な技法、また中国の吉祥模様やインドネシアの更紗の模様を典

拠とするなど、デザインにおいても学習の成果を遺憾なく発揮しました。

「人間　波山」を理解する上で大きな助けとなるのが、

作陶に全てを懸けた若き日の波山と、彼を支える家族

の姿を丹念に描いた映画『HAZAN』。多くの市民の協

力のもと、実際に市内で撮影されたシーンも見所。

彩磁菊花図額皿  （1911）　しもだて美術館蔵

明治 44 年、第 2 回全国窯業品共進会において、ま

る夫人と共に皇后陛下の御前で制作した作品。大正

13 年、下館尋常高等小学校へ作者寄贈。

金沢での教員時代、石川県立工業高校の同僚や学生と写真

に収まる波山（前列２列目中央）。経済的にも人脈的にも恵

まれ、陶芸修業には最適な環境であった。７年間の研鑽の後、

波山はこの安定した生活をなげうつことになる。

波
山
記
念
館
に
て
、
講
演
を
行
う
荒
川
さ
ん
。

板
谷
波
山
記
念
館
「
波
山
陶
芸
の
舞
台
裏
」

展
で
は
、
陶
片
の
数
々
が
展
示
さ
れ
た
。

ま
る
夫
人
と
と
も
に
。

筑西の源流。
巻頭特集1

郷里の日中戦争没者遺族を励ますた

め、無償で配られた観音像。

高齢者に贈られた鳩杖。「鳩は食事

の時むせない」ことに由来。 板谷波山
陶芸家

Hazan Itaya
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た
。
１
９
３
３
年
、
第
１
回

東
光
展
に
『
白
衣
』
が
入
選
。

そ
の
翌
年
に
は
帝
展
に
出
品

し
た
『
神
楽
獅
子
の
親
子
』

が
初
入
選
を
果
た
し
、
画

家
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み

出
し
ま
し
た
。
以
来
、
日
本

の
風
物
や
祭
り
な
ど
を
テ
ー

マ
に
充
実
し
た
創
作
活
動
を

続
け
、
独
自
の
作
風
を
確
立
。

画
壇
に
お
い
て
確
固
た
る
地

位
を
獲
得
し
ま
し
た
。

　

１
９
３
３
年
に
妻
の
初
子
さ
ん

と
結
婚
。
戦
後
の
一
時
期
は
初
子

さ
ん
が
海
産
物
を
売
り
歩
く
な
ど

生
活
を
支
え
ま
し
た
。「
戦
前
・

戦
後
の
混
乱
期
に
画
家
を
続
け
ら

れ
た
の
は
妻
の
お
か
げ
。
感
謝
し

て
い
ま
す
よ
」
と
生
前
よ
く
語
っ

て
い
た
そ
う
で
す
。

　

１
９
６
６
年
に
山
形
県
羽
黒
山

地
方
を
訪
ね
た
時
に
、
偶
然
目
に

し
た
郷
土
芸
能
黒
川
能
に
強
く
惹

か
れ
、『
黒
川
能
』
を
題
材
と
し

た
作
品
を
書
き
上
げ
ま
す
。
そ
の

作
品
が
第
９
回
日
展
で
文
部
大
臣

賞
を
受
賞
。
そ
の
後
も『
黒
川
能
』

を
描
き
続
け
る
こ
と
は
生
涯
の

テ
ー
マ
と
な
り
、
１
９
７
０
年
に

は
、前
年
の
日
展
に
出
品
し
た『
黒

川
能
』
に
よ
り
日
本
芸
術
院
賞
を

受
賞
し
ま
し
た
。

創
作
の
源

　

森
田
茂
の
絵
は
、
原
色
を
多
用

し
、
絵
具
を
キ
ャ
ン
バ
ス
に
た

た
き
つ
け
た
よ
う
な
画
風
が
特

徴
。
一
見
し
て
描
か
れ
た
も
の
の

形
は
判
然
と
し
ま
せ
ん
が
、
距
離

を
置
い
て
眺
め
る
と
、
厚
く
塗
ら

れ
た
絵
具
の
重
な
り
か
ら
像
が
浮

か
ん
で
き
ま
す
。
油
絵
具

は
本
来
、
も
の
を
克
明
に

描
く
の
に
適
し
た
画
材
で

す
が
、
森
田
は
あ
え
て
そ

の
よ
う
な
描
写
は
し
て
い

ま
せ
ん
。
彼
が
、
常
識
的

な
油
絵
と
は
違
う
、
独
特

の
画
風
に
行
き
着
い
た
の

は
何
故
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
し
て
、
そ
こ
に

彼
が
込
め
た
も
の
と
は
何

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

例
え
ば
、
森
田
が
感
銘

を
受
け
、
何
度
と
な
く
描

い
た
『
黒
川
能
』。
彼
は
、

黒
川
能
を
観
た
時
の
印
象
を
こ
う

述
懐
し
て
い
ま
す
。「
人
間
本
来

の
魂
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
よ
う
な
感

動
が
あ
り
ま
し
た
。
ぼ
く
は
、
黒

川
能
そ
の
も
の
を
描
く
ん
じ
ゃ
な

く
て
、
そ
れ
を
見
て
感
動
し
た
も

の
を
図
画
に
し
て
る
ん
で
す
」。

彼
は
対
象
の
表
面
的
な
姿
で
は
な

く
、
そ
の
奥
に
宿
っ
て
い
る
さ
ま

ざ
ま
な
精
神
性
、
い
わ
ば
「
魂
」

を
こ
そ
描
い
て
い
た
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
た
だ
綺
麗
で

優
雅
な
表
現
で
は
描
き
得
な
い
も

の
で
あ
り
、
森
田
作
品
の
強
烈
な

色
彩
や
厚
塗
り
の
量
感
、
奔
放
な

描
写
は
、
ま
さ
に
必
然
の
産
物

だ
っ
た
の
で
す
。

　

ま
た
、
常
人
に
は
理
解
し
づ
ら

い
こ
と
で
す
が
、
彼
は
そ
の
研
ぎ

澄
ま
さ
れ
た
感
性
に
よ
っ
て
、
単

な
る
物
質
以
上
の
存
在
を
常
に
感

じ
取
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
創
作
の

巨
星
、
森
田
茂

　

洋
画
家
・
森
田
茂
は
１
９
０
７

年
（
明
治
40
年
）
真
壁
郡
下
館
町

本
城
町
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
茨
城

県
師
範
学
校
（
現
茨
城
大
学
）
を

卒
業
後
は
現
在
の
大
田
小
学
校
の

教
員
に
。
デ
ッ
サ
ン
を
重
視
し
て

教
え
た
こ
と
か
ら
『
デ
ッ
サ
ン
先

生
』
と
の
愛
称
で
呼
ば
れ
た
そ
う

で
す
。
そ
の
後
、
画
家
を
志
し
上

京
。
１
９
３
１
年
に
同
じ
茨
城
県

出
身
の
熊
岡
美
彦
が
開
設
し
た
熊

岡
洋
画
研
究
所
に
入
所
し
ま
し

て
は
い
け
な
い
。
無
心
よ
り
一
心

に
な
る
こ
と
。
魂
の
よ
う
な
も
の

を
描
き
た
い
」。
森
田
は
自
ら
そ

う
語
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
彼
の
作
品
は
、
そ
の
は
げ

し
い
見
か
け
と
違
い
、
一
気
呵
成

に
手
早
く
描
か
れ
た
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
意
識
を
集
中
さ
せ
、

チ
ュ
ー
ブ
か
ら
キ
ャ
ン
バ
ス
に
し

ぼ
り
出
し
た
絵
の
具
を
ナ
イ
フ
で

塗
り
つ
け
盛
り
上
げ
て
い
く
。
精

神
力
を
要
す
る
そ
の
作
業
を
積
み

重
ね
、
完
成
す
る
ま
で
に
２
年
も

３
年
も
、
も
の
に
よ
っ
て
は
５
・

６
年
も
の
時
間
を
か
け
丹
念
に
描

い
て
い
る
の
で
す
。
長
い
長
い
時

間
を
か
け
て
森
田
が
向
き
合
っ
た

作
品
の
中
に
は
、
彼
が
対
象
か
ら

す
く
い
と
っ
た
「
魂
」
と
と
も
に
、

彼
自
身
の
「
魂
」
も
込
め
ら
れ
て

い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

心
の
原
風
景

　

森
田
茂
は
、
飛
騨
高
山
を
は
じ

め
日
本
の
各
地
へ
画
題
を
求
め
て

旅
行
し
、
そ
の
土
地
の
風
物
か
ら

受
け
た
感
動
を
数
々
の
作
品
に
描

い
て
い
ま
す
が
、
郷
里
で
あ
る
筑

西
へ
の
思
い
に
は
、
ま
た
特
別
の

も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　

弟
子
の
飯
泉
俊
夫
さ
ん
（
洋
画

家
・
小
林
在
住
）
に
話
を
伺
う
と
、

森
田
は
折
に
触
れ
て
、
ふ
る
里
で

過
ご
し
た
日
々
を
回
想
し
、
思
い

出
話
を
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
。

多
く
の
弟
子
の
中
で
も
、
同
郷
の

飯
泉
さ
ん
と
は
、
特
に
郷
里
の
話

を
す
る
機
会
が
多
か
っ
た
そ
う
で

す
。
幼
少
の
頃
の
本
城
町
周
辺
、

田
町
の
急
な
坂
道
、
幅
広
い
大
町

通
り
。
埋
め
立
て
を
始
め
た
頃
の

下
館
駅
。
中
館
台
か
ら
眺
め
た
筑

波
山
、
下
館
小
学
校
か
ら
見
下
ろ

し
た
勤
行
川
…
。
東
京
都
内
の
ア

ト
リ
エ
に
絵
を
習
い
に
来
た
飯
泉

さ
ん
に
「
下
館
小
の
そ
ば
に
あ
っ

た
も
み
の
木
は
、
ま
だ
あ
る
の
だ

ろ
う
か
」
そ
ん
な
話
を
し
た
そ
う

で
す
。
森
田
に
と
っ
て
郷
里
・
筑

西
は
、創
作
活
動
の
原
点
で
あ
り
、

心
の
原
風
景
と
な
っ
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。

　

昭
和
61
年
、
福
祉
セ
ン
タ
ー
で

行
わ
れ
た
展
覧
会
に
は
１
万
人
の

来
場
者
が
あ
り
、
市
民
の
関
心
の

高
さ
に
本
人
も
驚
い
た
そ
う
で

す
。「
私
の
作
品
を
ふ
る
里
に
遺

し
た
い
」
と
、
初
期
の
作
品
を
含

む
代
表
作
約
60
点
を
、
筑
西
市
に

寄
贈
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
最
晩
年
に
至
る
ま
で
筑

西
を
度
々
訪
れ
、
郷
里
の
人
々
と

の
交
流
も
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し

た
。
ふ
る
里
を
訪
れ
る
度
、
森
田

は
き
ん
ぴ
ら
ご
ぼ
う
、
里
芋
の
煮

こ
ろ
が
し
と
い
っ
た
懐
か
し
い
味

に
舌
鼓
を
打
ち
、
下
館
の
夏
祭
り

に
行
く
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
た

そ
う
で
す
。

絵
を
描
き
続
け
た
生
涯

　

亡
く
な
る
直
前
ま
で
、
車
い
す

に
座
り
キ
ャ
ン
バ
ス
に
向
か
っ
て

い
た
森
田
茂
。
創
作
意
欲
は
衰
え

を
知
ら
ず
、
精
力
的
に
新
作
に
挑

み
続
け
、
老
境
に
至
っ
て
作
品
が

ま
す
ま
す
華
や
い
で
き
た
と
評
価

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
に
と
っ
て

「
生
き
る
こ
と
」は
、す
な
わ
ち「
描

く
こ
と
」
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

２
０
０
９
年
。
病
の
床
に
伏

せ
っ
た
森
田
の
呼
吸
が
日
ご
と
に

か
細
く
な
っ
て
き
た
あ
る
日
、
飯

泉
さ
ん
は
病
室
で
二
人
だ
け
の
時

間
を
過
ご
し
ま
し
た
。「
先
生
、

長
い
間
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
り

ま
し
た
。
先
生
が
お
示
し
下
さ
れ

た
文
化
は
こ
れ
か
ら
み
ん
な
で
真

剣
に
守
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」。

最
後
の
別
れ
を
予
感
し
た
飯
泉
さ

ん
が
、
悲
し
み
を
堪
え
な
が
ら
そ

う
伝
え
る
と
、
森
田
の
目
に
細
い

涙
が
光
り
ま
し
た
。
静
寂
の
中
で

安
ら
か
な
顔
が
神
々
し
く
見
え
た

そ
う
で
す
。

　

飯
泉
さ
ん
は
現
在
、
自
ら
画
家

と
し
て
活
躍
す
る
傍
ら
、
師
・
森

田
茂
か
ら
授
か
っ
た
教
え
を
次
の

世
代
に
つ
な
げ
た
い
と
、
自
宅
の

ア
ト
リ
エ
「
点
晴
館
」
を
開
放
し

て
絵
画
を
教
授
し
て
い
る
他
、
小

学
校
を
訪
れ
て
体
験
授
業
を
行
う

な
ど
の
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

源
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
ま

す
。「
私
は
、
信
念
だ
け
で
生
き

な
く
て
は
い
け
な
い
。
世
の
中
に

は
空
気
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
吸
う

だ
け
で
活
か
さ
れ
て
い
る
力
が
あ

る
。（
私
は
）
そ
の
力
に
よ
っ
て

何
か
自
分
ら
し
い
仕
事
を
し
な
く

平
成
21
年
に
１
０
１
年
の
生
涯
を
閉
じ
る
ま
で
、
日
本
洋
画
界
を
牽
引
し
続
け
た

巨
匠　
森
田
茂
。
主
に
日
本
の
郷
土
芸
能
を
題
材
に
し
、
絵
の
具
を
原
色
の
ま
ま

厚
く
盛
り
上
げ
た
色
彩
豊
か
で
重
厚
な
作
風
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ

て
彼
が
表
現
し
た
も
の
、
そ
し
て
彼
と
郷
里
・
筑
西
と
の
関
係
を
探
り
ま
す
。

信
念
で
生
き
、魂
を
描
く
。

森田　茂
洋画家

しもだて美術館
2003 年、郷土ゆかりの作家による作品の収蔵・展
示を主な目的として開館。しもだて地域交流セン
ター・アルテリオの 3 階。

開館時間／午前 10 時～午後 6 時（入館は午後 5 時
30 分まで）

休　館　日／毎週月曜日・年末年始（12 月 28 日～ 1
月 4 日）※祝日の場合はその翌日

入　館　料／板谷波山記念館との共通券 300 円、美術
館のみ 200 円　高校生以下は無料　※企
画展の共通券は、その都度定める。

住　　所／筑西市丙 372
問い合わせ／ 0296-23-1601

容姿（すがた）  （1999）　　しもだて美術館蔵

自画像  （1929）　　しもだて美術館蔵

小学校の教員時代、子どもたちの絵に甲乙などの点をつけ

ず、余白に「よろしい」「ガンバレ」といった言葉を記して

いたという。森田の人柄の一端が伺えるエピソードである。

下館みこし祭  （1986）　　しもだて美術館蔵

郷里・下館の祇園祭りを描いた名品。お祭りの混沌とした熱気

そのものを写し取るかのような、迫力あるタッチで描かれてお

り、森田作品の特徴が良く現れている。

老松と富士  （1994）　　しもだて美術館蔵

筑西の源流。
巻頭特集1

自宅アトリエにて。「ぼくの仕事場は足の踏み場もないよう

な所で、歩ける道は獣道（けものみち）のようだからね…」。

飯
泉
俊
夫
さ
ん
。

Shigeru Morita
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大
西
　

勲 

さ
ん

漆
　

芸
　

家

01
C l o s e

U p  

筑
西
の

か
が
り
火
。

巻頭特集2

筑
西
の
先
人
が
、
絶
や
さ
ぬ
よ
う
に
燃
や
し
続
け
て
き
た
「
か
が
り
火
」
は
、

今
を
生
き
る
私
達
の
心
に
温
か
く
灯
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
炎
は
、
筑
西
市
か
ら
世
界
へ
、
そ
し
て
未
来
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
特
集
で
は
、
輝
か
し
い
業
績
を
誇
る
筑
西
市
に
縁ゆ

か
り
の
深
い
方
々
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

筑西市市民栄誉賞受賞者（決定順・敬称略）

中
なか

丸
まる

三
み

千
ち

繪
え

平成 13 年１月 19 日決定

声楽家

平成２年、マリア・カラス国際声楽コンクールにおいて、地元イ
タリア人以外の外国人として初めて優勝。日本を代表する世界的
なソプラノ歌手として確固たる地位を築き上げる。

片
かた

山
やま

晋
しん

呉
ご

平成 13 年１月 19 日決定

プロゴルファー

平成 12 年、初の賞金王に輝く。20 歳代での賞金王は、ツアー
史上３人目の快挙。

田
た

宮
みや

謙
けん

次
じ

郎
ろう

平成 14 年１月 30 日決定

元プロ野球選手

昭和 24 年、大阪タイガースに入団、投手として活躍後、打者に転向。
昭和 33 年、セリーグにおいて首位打者を獲得。引退後、東映フライヤー
ズ監督、阪神タイガースヘッドコーチを経て、平成 14 年に野球殿堂入り。

大
おお

西
にし

　勲
いさお

平成 15 年 10 月 16 日決定

漆芸家

日本伝統工芸展文部大臣賞をはじめ数々の賞を受賞し、平成 14
年、重要無形文化財「髹漆（きゅうしつ）」の分野で重要無形文
化財保持者（人間国宝）に認定。

川
かわ

﨑
さき

真
ま

裕
ゆ

美
み

平成 20 年 12 月１日決定

競歩選手

日本代表として 2004 年アテネオリンピック・2008 年北京オ
リンピックに出場を果たし、女子競歩競技の全種目において日本
記録を樹立するなど、国内における同競技の第一人者として活躍。

渡
わた

邉
なべ

良
よし

子
こ

平成 20 年 12 月１日決定

タイプアート画家

ハンディキャップを持ちながら、タイプアート画家として厚生大
臣賞をはじめ数々の賞を受賞する。ハンディキャップを持つ人々
のみならず、広く市民に生きる希望や勇気、感動を与えている。

筑西市名誉市民（決定順・敬称略）

板
いた

谷
や

波
は

山
ざん
（本名：板谷嘉

かしち
七）

昭和 26 年３月 28 日決定

日本芸術院会員
文化勲章受章（陶芸家として初の文化勲章受章）
わが国陶芸界の振興に貢献

（昭和 38 年 10 月 10 日死去）

関
せき

　彰
あきら

昭和 37 年 12 月 21 日決定

関彰商店（現：関彰商事）社長
下館商工会議所会頭（初代）
産業・経済の振興に貢献

（昭和 39 年６月 11 日死去）

松
まつ

岡
おか

龍
たつ

雄
お

昭和 43 年 10 月１日決定（旧明野町）

上野中学校に私財を寄附・町役場庁舎建設に私財を寄附
昭和 52 年９月 30 日決定（旧下館市）

元下館市長・地方自治の振興に貢献
（平成元年 12 月 31 日死去）

沼
ぬま

口
ぐち

惣
そう

五
ご

郎
ろう

昭和 46 年 11 月３日決定

鳥羽小学校に私財を寄附
奨学資金として私財を寄附
教育文化の振興に貢献

（昭和 56 年２月 15 日死去）

森
もり

田
た

　茂
しげる

平成４年６月 16 日決定

日本芸術院会員
文化勲章受章
わが国洋画界の振興に貢献

（平成 21 年３月２日死去）

中
なか

尾
お

喜
き

久
く

平成４年 11 月 12 日決定

自治医科大学学長（初代）
わが国学術の発展に貢献

（平成 13 年６月 21 日死去）

加
か

倉
くら

井
い

正
まさ

利
とし

平成８年 12 月 17 日決定

元明野町長（７期）
地方自治の振興に貢献

（平成２年５月 26 日死去）

稲
いな

葉
ば

清
せい

右
う

衛
え

門
もん

平成 17 年２月 18 日決定

ファナック株式会社相談役名誉会長
精密機械工業技術の飛躍的な進歩に貢献

赤
あか

城
ぎ

宗
むね

徳
のり

平成７年 12 月６日決定

元衆議院議員（15 期）
元農林大臣
郷土の代表として国政の場で活躍

（平成５年 11 月 11 日死去）

も
の
つ
く
り
の
原
点
と

な
っ
た
航
空
機

　

北
九
州
の
炭
鉱
の
町
で
、
大
工

の
家
に
生
ま
れ
た
大
西
勲
さ
ん
。

戦
後
で
遊
び
道
具
も
少
な
か
っ
た

子
ど
も
の
頃
熱
中
し
た
の
が
、
ソ

リ
ッ
ド
モ
デ
ル
（
精
密
模
型
）
で

し
た
。
図
面
を
描
き
、
木
を
削
り

塗
装
し
て
複
葉
機
や
プ
ロ
ペ
ラ
機

を
作
る
工
程
が
、
今
か
ら
思
え
ば

も
の
つ
く
り
の
原
点
だ
っ
た
の
で

は
と
大
西
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

　

戦
後
の
混
沌
と
し
た
時
代
に

は
、
と
に
か
く
生
き
延
び
る
の
に

必
死
で
、「
何
が
本
当
で
、
何
の

た
め
に
生
き
な
く
て
は
い
け
な
い

の
か
」
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
余

裕
は
な
か
っ
た
と
大
西
さ
ん
。
け

れ
ど
、
人
生
の
岐
路
に
立
っ
た
時

に
は
、人
が
選
ば
な
い
ほ
う
の
道
、

つ
ら
い
ほ
う
の
道
を
選
ん
で
き
ま

し
た
。「
貧
し
い
炭
鉱
の
町
で
、

つ
ら
さ
を
生
き
延
び
る
糧
に
し
て

い
た
。
そ
ん
な
時
代
で
し
た
ね
」。

学
ぶ
す
べ
は
本
や
映
画

に
あ
っ
た

　

人
は
ど
う
生
き
る
べ
き
か
。

　

大
西
さ
ん
は
『
怒
り
の
葡
萄
』

『
エ
デ
ン
の
東
』『
人
間
の
条
件
』

と
い
っ
た
、
多
く
の
本
や
映
画
か

ら
そ
れ
を
学
ん
だ
と
い
い
ま
す
。

「
人
は
持
ち
な
れ
な
い
も
の
を
欲

し
が
る
け
れ
ど
、
身
の
丈
で
生
き

る
こ
と
が
大
切
。
光
の
当
た
る
と

こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
当
た
ら
な
い
と

こ
ろ
も
あ
る
、
両
方
あ
る
ん
だ
と

教
わ
っ
た
の
も
本
か
ら
で
す
」
と

大
西
さ
ん
。

　

ま
た
、
大
工
の
父
か
ら
職
人
と

し
て
の
生
き
方
を
垣
間
見
ま
す
。

「
こ
れ
を
作
ら
せ
た
ら
右
に
出
る

も
の
は
い
な
い
と
言
わ
れ
る
の
が

職
人
の
ス
テ
ー
タ
ス
で
し
た
」。

そ
し
て
大
西
さ
ん
が
30
歳
の
時
、

師
で
あ
る
赤
地
友
哉
氏
と
出
会

い
、
髹
漆
の
技
法
を
学
び
ま
す
。

木
を
見
て
根
っ
こ
を
思
う

　

大
西
さ
ん
が
作
る
漆
器
は
、
木

曽
地
方
の
樹
齢
数
百
年
の
檜
と
、

漆
の
木
か
ら
掻
き
だ
し
た
樹
液
を

使
っ
て
作
ら
れ
ま
す
。
全
て
自
然

か
ら
の
恵
み
で
す
。
檜
木
に
丹
念

に
カ
ン
ナ
を
か
け
、
薄
い
板
を
切

り
出
し
、
丸
め
て
曲
輪
に
す
る
。

径
の
違
う
幾
つ
も
の
曲
輪
を
組
み

上
げ
て
器
の
形
を
作
る
。
そ
れ
か

ら
漆
を
塗
り
重
ね
て
い
く
。
簡
単

に
説
明
し
ま
し
た
が
、
完
成
ま
で

に
は
気
が
遠
く
な
る
ほ
ど
の
工
程

と
時
間
が
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
私
は
木
か
ら
漆
を
頂
き
、木
を
切
っ

て
も
の
を
作
っ
て
い
ま
す
。
木
の
寿

命
よ
り
、
１
日
で
も
長
く
残
る
作
品

を
作
れ
た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
」。

　

庭
に
は
１
本
の
漆
の
木
が
枝
を

広
げ
て
い
ま
す
。「
こ
の
木
を
見
て
、

目
に
は
見
え
な
い
根
っ
こ
の
と
こ

ろ
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
」
と
大
西
さ
ん
。

PROFILE
漆芸家。1944 年（昭和 19
年）福岡県生まれ。木工や鎌
倉彫を学んだ後、1974 年
より赤地友哉（重要無形文化
財「髹漆」保持者）に師事。
1988 年日本伝統漆芸展文化
庁長官賞、2000 年第 47 回
日本伝統工芸展日本工芸会総
裁賞ほか受賞多数。2002 年
重要無形文化財「髹漆」保持
者に認定。2004 年紫綬褒章
受章。

蒔絵（まきえ）や螺鈿（らでん）のような煌びや
かなものと違い、装飾を排した漆塗りそのものの
美を追求するのが髹漆の特徴。それ故、精巧に作
られた 地の美しさも際だつ。

地造りの工程。その技巧は、特に評価が高い。

筑西のかがり火。

重
要
無
形
文
化
財
「
髹

き
ゅ
う
し
つ漆

」
保
持
者
（
い
わ
ゆ
る
人

間
国
宝
）
で
あ
る
大
西
勲
さ
ん
。
う
つ
わ
の
基
礎

と
な
る

き

地じ

を
曲
輪
で
か
た
ち
作
り
、
何
層
に
も
渡
っ
て

漆
う
る
し

を
塗
り
重
ね
て
い
く
の
が
「
髹
漆
」
の
技
法
で
す
。
卓

越
し
た
技
術
の
結
晶
と
も
い
え
る
大
西
さ
ん
の
作
る
漆
器

に
は
、
ど
ん
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

も
の
を
作
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と
。

I s a o
O h n i s h i

曲輪造朱黄溜鉢  （1994）　しもだて美術館蔵
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結
果
で
恩
返
し
を
し
た
い

　
「
や
れ
ば
出
来
る
」。
下
館
二
高

時
代
の
経
験
が
、
今
の
川
﨑
さ
ん

に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。
高
校
卒
業

後
も
地
元
・
筑
西
市
の
企
業
に
所

属
し
て
競
歩
を
続
け
、
次
々
と
日

本
新
記
録
を
塗
り
替
え
る
大
活

躍
。
夢
で
あ
っ
た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

へ
の
出
場
が
現
実
の
も
の
に
な
り

ま
し
た
。
ア
テ
ネ
に
続
い
て
出
場

し
た
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
、

日
本
人
最
高
位
の
14
位
の
成
績
を

残
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
は
富
士
通
（
株
）
陸
上
競

技
部
に
所
属
し
、
国
内
外
で
開
催

さ
れ
る
選
手
権
に
出
場
。
24
時
間

３
６
５
日
を
フ
ル
に
活
用
し
、「
結

果
で
恩
返
し
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
全

力
で
競
技
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

川
﨑
さ
ん
に
競
歩
の
魅
力
を
伺

う
と
、「
続
け
れ
ば
続
け
る
ほ
ど

面
白
さ
が
分
か
っ
て
く
る
競
技

で
、
そ
れ
に
つ
れ
て
自
分
の
競
技

ス
タ
イ
ル
も
向
上
す
る
ん
で
す
。

良
い
意
味
で
ク
セ
の
あ
る
競
技
だ

か
ら
、
ク
セ
に
な
っ
た
ら
も
う
止

め
ら
れ
な
い
ん
で
す
（
笑
）」
と

語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
陸
上
競
技

で
は
唯
一
フ
ォ
ー
ム
に
ル
ー
ル
が

あ
り
、
守
ら
な
け
れ
ば
途
中
失
格

に
な
る
厳
し
い
競
技
で
す
が
、
川

﨑
さ
ん
は
、
効
率
良
く
綺
麗
な
動

き
を
保
つ
こ
と
を
常
に
意
識
し
な

が
ら
、
よ
り
速
く
「
歩
く
」
こ
と

を
追
求
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

川
﨑
さ
ん
が
ゴ
ー
ル
に
向
か
い

ひ
た
む
き
に
歩
き
続
け
る
姿
、
そ

し
て
夢
を
現
実
に
し
て
い
く
姿

は
、
応
援
す
る
私
た
ち
を
勇
気
づ

け
、
胸
が
熱
く
な
る
感
動
を
与
え

て
く
れ
ま
す
。「
支
え
て
く
れ
た

た
く
さ
ん
の
人
と
の
出
会
い
が
自

分
の
人
生
を
形
成
し
て
い
る
ん
で

す
。
こ
れ
か
ら
も
応
援
し
て
く
れ

る
皆
さ
ん
に
感
謝
の
気
持
ち
を
忘

れ
ず
に
い
た
い
」
と
川
﨑
さ
ん
。

筑西のかがり火。

PROFILE
1980 年生まれ。高校時代か
ら競歩を始め、県立下館第二
高等学校卒業後、株式会社海
老澤製作所入社。２００４年
アテネ五輪出場。続く 2008
年北京五輪にも出場し、女子
競歩 20km で 14 位となる。
2008 年 12 月富士通陸上競
技部へ移籍。2009 年筑西市
市民栄誉賞受賞。同年 11 月
アジア選手権優勝。現在、女
子競歩６種目で日本記録を保
持しており、2009 年には日
本新記録を 3 種目更新した。

競
歩
６
種
目
に
お
い
て
日
本
記
録
を
持
つ
、
日
本
女

子
競
歩
の
第
一
人
者
・
川
﨑
真
裕
美
さ
ん
。
ア

テ
ネ
、
北
京
と
２
度
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
連
続
出
場
し
、

着
実
に
成
績
を
伸
ば
し
て
い
ま
す
。
現
在
、
２
０
１
２
年

に
開
催
さ
れ
る
ロ
ン
ド
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
の
入
賞
、
メ

ダ
ル
獲
得
を
目
指
し
て
、
日
々
練
習
に
励
ん
で
い
ま
す
。

競
歩
と
の
運
命
の
出
会
い

　

下
館
二
高
２
年
生
の
夏
、
川
﨑

さ
ん
に
運
命
の
出
会
い
が
あ
り
ま

し
た
。
川
﨑
さ
ん
が
走
る
姿
を
見

た
陸
上
部
顧
問
の
先
生
か
ら
「
競

歩
に
向
い
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ

た
の
で
す
。
上
昇
志
向
の
川
﨑
さ

ん
は
、
そ
れ
を
聞
く
や
「
競
技
人

口
が
少
な
い
競
歩
な
ら
、
大
舞
台

に
立
つ
チ
ャ
ン
ス
が
増
え
る
！
」

と
、
す
ぐ
に
練
習
を
始
め
た
そ
う

で
す
。
２
ヶ
月
後
に
は
国
体
出
場

を
果
た
し
、10
位
に
ラ
ン
ク
イ
ン
。

県
高
校
新
記
録
に
迫
る
好
記
録
を

出
し
、滑
り
出
し
は
順
調
で
し
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
タ
イ
ム
が
伸

び
悩
ん
だ
上
、
貧
血
で
倒
れ
る
な

ど
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
続
き
、
挫

折
を
味
わ
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
「
決

し
て
諦
め
な
い
」
と
い
う
気
持
ち

を
持
ち
続
け
た
川
﨑
さ
ん
は
、
万

全
の
体
調
で
臨
ん
だ
高
校
３
年
の

国
体
で
５
位
に
入
賞
。
見
事
、
県

高
校
新
記
録
を
樹
立
し
ま
し
た
。

夢
に
向
か
っ
て
挑
戦
し
続
け
て
い
き
た
い
。

川
﨑
真
裕
美 

さ
ん

競
歩
選
手

02
C l o s e

U p  

五
輪
へ
の
出
場
に
際
し
、
日
本

代
表
の
公
式
ス
ー
ツ
を
着
て
。

「
今
後
は
ロ
ン
ド
ン
五
輪
を
視
野

に
入
れ
る
一
方
、
競
歩
と
い
う
競

技
の
普
及
に
も
努
め
た
い
」。

　

愛
称
は
「
お
っ
こ
」
さ
ん
。
お

そ
ら
く
世
界
で
も
珍
し
い
、
タ
イ

プ
ラ
イ
タ
ー
を
使
っ
て
絵
を
描
く

「
タ
イ
プ
ア
ー
ト
画
家
」
で
す
。

　

作
品
は
、
幼
少
時
の
病
に
よ
り

手
足
を
動
か
せ
な
い
と
い
う
ハ
ン

デ
ィ
を
負
っ
た
彼
女
が
、
わ
ず
か

に
動
か
せ
る
足
先
だ
け
を
使
っ
て

タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の「
◎
」と「
の
」

を
打
つ
こ
と
で
描
か
れ
ま
す
。

　

陰
影
は
、
何
度
も
重
ね
打
ち
す

る
こ
と
で
表
現
。
根
気
の
い
る
作

業
で
も
、
途
中
で
諦
め
た
こ
と
は

一
度
も
な
い
と
の
こ
と
。
絵
を
通

ギャラリーおっこの室
へや

 
200 点を越える渡邉良子さんの作品の中から、
毎月違った作品が掛けられている。東京ディズ
ニーシーのタワー・オブ・テラーは制作時間
314 時間、80 × 170cm の大作。

http://www.intio.or.jp/okko/
〒 308-0021 筑西市甲 20　
JR 下館駅北口下車徒歩 8 分
TEL0296-22-5500　FAX0296-25-3339
開館時間／午前 10 時～午後 5 時　　
休　館　日／毎週月曜・火曜日 ( 祝日は開館 )・
　　　　　年末年始
入場無料　駐車場完備　車椅子用トイレ有り

し
て
「
私
の
が
ん
ば
り
を
伝
え
た

い
。
く
じ
け
そ
う
に
な
っ
た
こ
と

も
あ
る
け
ど
、
こ
こ
で
や
め
た
ら

女
が
す
た
る
と
い
う
気
持
ち
で
描

い
て
い
ま
す
（
笑
）」。

　

そ
の
甲
斐
あ
っ
て
、
個
展
の
開

催
、
画
集
の
出
版
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー

の
開
設
…
と
い
っ
た
、
渡
邉
さ
ん

が
思
い
描
い
て
い
た
夢
が
、
一
つ

一
つ
実
現
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

も
し
、
タ
イ
プ
ア
ー
ト
を
描
い

て
い
な
か
っ
た
ら
？
と
訪
ね
る
と

「（
そ
ん
な
こ
と
は
）
考
え
ら
れ
な

い
。
生
き
て
い
な
か
っ
た
か
も
」

と
笑
顔
が
。
諦
め
ず
に
努
力
す
れ

ば
夢
は
叶
う
と
い
う
こ
と
を
、
渡

邉
さ
ん
は
作
品
を
通
し
て
私
た
ち

に
語
り
か
け
て
い
ま
す
。

私
が
抱
い
た
夢
は
必
ず
実
現
し
ま
す
。

タ
イ
プ
ア
ー
ト
画
家

渡
邉
良
子
さ
ん

PROFILE
生後すぐ高熱で「脳性小児マヒ」
になる。1983 年に姉の勧めで

「チューリップ」を描いたのが
第一作。その後、本格的にタ
イプアートに取り組み、各地で
個展開催。2009 年、筑西市
市民栄誉賞受賞。
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東
京
生
ま
れ
の
丸
山
さ
ん
が
筑

西
に
引
っ
越
す
こ
と
を
決
め
、
知

人
か
ら
紹
介
さ
れ
た
家
は
、
元
農

家
の
古
民
家
で
し
た
。
玄
関
を
入

る
と
土
間
が
あ
り
、
あ
り
合
わ
せ

の
木
で
梁
が
組
ま
れ
た
そ
の
家

は
、
明
治
の
大
火
を
免
れ
た
歴
史

の
あ
る
家
。「
古
い
家
を
ど
う
に

か
住
め
る
よ
う
に
し
て
（
笑
）。

け
れ
ど
、
今
で
は
茶
室
を
作
っ
た

り
、
少
し
ず
つ
手
を
加
え
て
、
工

房
も
使
い
や
す
く
し
ま
し
た
。
広

い
し
、
日
当
た
り
は
良
い
し
、
東

京
で
は
こ
ん
な
暮
ら
し
は
出
来
な

か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
」
と
丸
山
さ

ん
。
あ
た
り
は
田
園
風
景
が
広
が

り
、
作
陶
に
は
恵
ま
れ
た
環
境
。

筑
西
に
来
て
印
象
深
い
こ
と
は
、

心
が
温
か
く
人
情
味
の
あ
る
人
が

多
い
こ
と
だ
そ
う
で
す
。

　

丸
山
さ
ん
は
、
東
京
芸
大
大
学

院
卒
業
後
、
陶
芸
の
道
に
進
み
ま

し
た
。
九
州
の
有
田
で
10
年
研
鑽

を
積
ん
だ
後
、筑
西
へ
。「
こ
ち
ょ

こ
ち
ょ
物
を
い
じ
っ
て
い
る
の
が

相
に
合
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う

ね
。
た
だ
の
土
が
形
に
な
っ
て
い

く
面
白
さ
に
惹
か
れ
、
磁
器
を
始

め
ま
し
た
。
ろ
く
ろ
を
挽
い
て
、

自
分
の
思
っ
た
形
が
出
来
た
時
は

う
れ
し
い
で
す
ね
。」
納
得
の
い

く
形
を
追
求
し
、色
を
追
求
す
る
。

白
で
も
、
一
つ
と
し
て
同
じ
白
は

な
い
。「
ひ
と
目
見
て
、
丸
山
の

作
品
だ
と
言
わ
れ
る
も
の
を
作
り

た
い
」
と
丸
山
さ
ん
。
い
つ
で
も

向
上
心
を
持
ち
、
自
分
に
満
足
し

な
い
の
が
「
も
の
つ
く
り
」
な
の

で
は
と
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

ひ
と
目
見
て
、自
分
の
作
品
だ
と
言
わ
れ
る
も
の
を
作
り
た
い
。

陶
　

芸
　

家
丸
山
輝
悦
さ
ん

PROFILE
陶芸家。昭和 18 年生まれ、筑
西市大関在住。東京芸術大学
大学院卒業後、陶芸（磁器）
の世界に。
日本工芸会正会員。茨城県芸
術祭板谷波山賞受賞。 『ナニワバラの壺』(2009) 渡邉さん愛用のタイプライター
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北京五輪での勇姿。終盤で見事な追い上げを見せた。

工房の一角。彫刻を施す前の作品が並ぶ。

工房の窯。微妙な温度の変化に細心の注意を払う。

Mayumi
Kawasaki

Yoshiko WatanabeTeruyoshi  Maruyama

『花「アネモネ」』（1997）「肢体不自由児・者の美術展」
に出品し、見事「厚生大臣賞」を受賞した作品。
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連
携
と
協
働
で
進
め
る
ま
ち
づ
く
り

Chikusei
2010

Chapter

地
方
自
治
体
の
自
立
的
な
発
展
の
た
め
に
は
、
市
民
と
行
政
が
対
等
な

パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
連
携
・
協
力
し
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
相

互
の
信
頼
に
基
づ
き
力
を
結
集
し
、
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
筑
西
市
で
は
、
市
民
の
積
極
的
な
参
加
と
協
力
に

よ
り
、
各
地
で
様
々
な
活
動
が
行
わ
れ
、
盛
ん
に
市
民
交
流
が
な
さ
れ
て

い
ま
す
。
本
市
の
魅
力
は
、
そ
こ
に
住
む
市
民
の
魅
力
と
言
え
る
の
で
す
。

1
協働のまちづくり

の
鮭
の
遡
上
を
促
す
た
め
、
栃
木
県
「
鮭
守

の
会
」
の
み
な
さ
ん
が
人
工
ふ
化
さ
せ
た
稚

魚
を
預
か
り
、
放
流
で
き
る
大
き
さ
に
な
る

ま
で
育
て
て
い
ま
す
。
命
の
大
切
さ
と
、
そ

の
命
を
育
む
川
が
美
し
く
あ
る
こ
と
の
大
切

さ
を
、
実
感
で
き
る
取
り
組
み
で
す
。

鮭
が
帰
る
川
づ
く
り

　

昔
か
ら
、
勤
行
川
に
は
鮭
の
遡
上
が
見
ら

れ
ま
し
た
。
鮭
の
稚
魚
は
勤
行
川
か
ら
小
貝

川
へ
、
そ
し
て
利
根
川
を
下
り
、
太
平
洋
の

海
原
へ
と
旅
を
続
け
ま
す
。
そ
れ
ら
の
鮭
は

太
平
洋
を
北
上
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
、
ベ
ー
リ

ン
グ
海
を
巡
り
カ
ナ
ダ
・
ア
ラ
ス
カ
海
域
を

経
由
し
て
、
再
び
利
根
川
に
戻
っ
て
く
る
の

で
す
。
鬼
怒
川
・
小
貝
川
の
会
の
古
沢
さ
ん

に
伺
う
と
、
勤
行
川
の
環
境

を
守
っ
て
い
く
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
大
切
で
す
が
、
川
は
世

界
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ

と
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と

言
い
ま
す
。「
鮭
が
ふ
る
里

の
川
に
戻
っ
て
く
る
サ
イ
ク

ル
が
、
段
々
遅
く
な
っ
て
い

ま
す
。
昔
は
３
年
程
で
帰
っ

て
き
た
鮭
が
、
今
で
は
４
、

５
年
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
ベ
ー
リ
ン
グ
海
で
鮭
が

食
べ
る
エ
サ
が
少
な
く
な
っ

て
い
る
か
ら
と
も
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
稚
魚
が
成
長
し
て
、

自
分
の
生
ま
れ
た
川
に
帰
る

ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
川
や
海

の
環
境
を
良
く
し
て
い
か
な

け
れ
ば
、
鮭
は
ふ
る
里
に
帰
る
こ
と
が
で
き

な
い
ん
で
す
」。

　

鬼
怒
川
・
小
貝
川
の
会
で
は
、
２
０
０
４

年
か
ら
嘉
田
生
崎
小
学
校
の
児
童
を
対
象
に

稚
魚
の
放
流
会
を
開
催
。
２
０
０
６
年
よ

り
、「
し
も
だ
て
紫
水
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
」

の
主
催
で
稚
魚
の
放
流
会
と
遡
上
し
た
鮭
の

「
お
か
え
り
な
祭
」
が
始
ま
り
ま
し
た
。
鮭

を
通
し
て
環
境
問
題
を
考
え
、
市
民
が
協
力

し
て
河
川
の
清
掃
作
業
な
ど
を
行
う
こ
と

で
、
明
る
く
元
気
な
ま
ち
づ
く
り
が
で
き
れ

ば
と
い
う
思
い
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

帰
っ
て
き
た
鮭
た
ち

　

２
月
に
放
流
し
た
鮭
は
、
４
年
の
月
日
を

か
け
て
、
太
平
洋
の
大
海
原
を
泳
ぎ
な
が
ら

成
長
し
ま
す
。
そ
し
て
、
産
卵
の
た
め
に
、

利
根
川
の
河
口
か
ら
１
５
０
キ
ロ
も
の
道
の

り
を
遡
り
、
ふ
る
里
の
川
へ
と
帰
っ
て
く
る

の
で
す
。

　

鮭
が
産
卵
す
る
た
め
に
は
、
水
質
や
水
温

な
ど
様
々
な
条
件
が
揃
っ
て
い
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
川
底
の
小
石
を
使
っ
て
産
卵
の
場

所
を
作
る
た
め
、
川
底
の
環
境
も
大
切
な
要

素
で
す
。
筑
西
市
の
よ
う
に
、
産
卵
の
場
所

と
し
て
の
条
件
が
揃
っ
て
お
り
、
市
街
地
の

橋
上
や
河
川
敷
か
ら
鮭
の
姿
を
見
ら
れ
る
地

域
は
全
国
的
に
も
珍
し
く
、
市
民
が
誇
れ
る

秋
の
風
物
詩
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
市
民
は

河
川
の
清
掃
作
業
な
ど
を
し
て
、
鮭
が
帰
っ

て
く
る
こ
と
が
で
き
る
河
川
環
境
づ
く
り
を

心
が
け
て
お
り
、
鮭
の
遡
上
は
自
然
環
境
保

護
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
に

な
っ
て
い
ま
す
。

未
来
に
つ
な
ぐ
環
境
づ
く
り

　
「
鮭
の
遡
上
」
を
通
し
て
、
子
ど
も
達
が

地
球
環
境
を
考
え
る
き
っ
か
け
を
作
り
た

い
。
自
然
に
宿
る
生
命
の
息
吹
と
直
に
ふ
れ

あ
っ
て
自
ら
の
肌
で
感
じ
と
る
体
験
を
す
る

こ
と
が
、
子
ど
も
達
の
意
識
を
変
え
て
い
き

ま
す
。
川
に
行
き
、
川
に
入
り
、
魚
に
触
っ

て
み
る
。
そ
ん
な
体
験
が
、
川
の
環
境
だ
け

で
は
な
く
、
地
球
環
境
を
考
え
る
き
っ
か
け

と
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
河
川
の
水
質
を

数
値
で
表
す
よ
り
も
、
河
川
が
き
れ
い
に
な

り
鮭
が
帰
っ
て
き
た
と
い
う
事
実
の
ほ
う

が
、
環
境
を
身
近
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
市
民
一
人
ひ
と
り
が
、
家
庭
用
排

水
に
気
を
付
け
た
り
、
ゴ
ミ
を
捨
て
な
い
な

ど
川
に
対
す
る
意
識
を
高
め
る
だ
け
で
な

く
、
節
電
や
節
水
、
Ｃ
Ｏ
２

削
減
な
ど
広
い

意
味
で
の
環
境
整
備
に
気
を
つ
け
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

傷
だ
ら
け
に
な
り
な
が
ら
も
、
力
強
く
川

を
遡
り
、
産
卵
の
た
め
に
ふ
る
里
を
目
指
し

て
帰
っ
て
き
た
鮭
を
間
近
で
見
た
経
験
は
、

子
ど
も
達
が
大
人
に
な
っ
て
か
ら
大
き
な
宝

物
と
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。

勤
行
川
で
鮭
の
稚
魚
を
放
流

　

２
月
下
旬
、
冬
の
寒
さ
を
は
ね
飛
ば
す
よ

う
な
賑
や
か
さ
で
、
鮭
の
稚
魚
の
放
流
会
が

勤
行
川
の
勤
行
緑
地
（
中
館
観
音
寺
東
）
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
放
流
さ
れ
た
の
は
、
お

よ
そ
５
セ
ン
チ
に
育
っ
た
約
３
万
尾
の
鮭
の

稚
魚
。
長
靴
を
履
き
、
バ
ケ
ツ
に
入
っ
た
稚

魚
を
川
に
放
つ
子
ど
も
達
は
、
口
々
に
「
大

き
く
な
っ
て
戻
っ
て
来
い
よ
」「
元
気
で
ね
」

と
声
を
か
け
、
鮭
の
旅
立
ち
を
見
守
っ
て
い

ま
し
た
。

　

鮭
の
稚
魚
を
育
て
た
の
は
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
未
来

に
つ
な
ご
う
鬼
怒
川
・
小
貝
川
の
会
」
の
み

な
さ
ん
（
代
表
古
沢
諭
さ
ん
）。
自
然
産
卵

で
育
っ
た
稚
魚
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
多
く

鮭には、生まれ故郷の

河川に帰って産卵をする、母川

回帰と呼ばれる習性があります。

２月下旬、勤行川に放流された鮭の稚魚たちは、餌

が豊富で競合種が少ないオホーツク海を目指し北上

します。その後北太平洋で冬を越し、ベーリング海へ。

１年のうち夏はベーリング海、冬はアラスカ海と、

２つの海域を往復しながら、４年から５年

の歳月を過ごします。そして、成熟魚と

なった鮭は千島列島沿いに南下し、10

月頃に生まれ故郷「勤行川」へ帰って

くるのです。その距離はおよそ 4000～

7000kmと言われています。

ベーリング海
オホーツク海

北太平洋

アラスカ
海

4000kmの航海・
鮭の遡上　

4000kmの航海・
鮭の遡上　

放流の
ポイント

利根川

小貝川

鮭が
はるばる母川
回帰できる理由
は、まだ解明され
ていません。

秘神の命生

勤
行
川鬼

怒
川

稚魚を放流した後、参加者によって行
われた勤行川河川敷の清掃作業の様子。
きれいな川を守る大切さを、次世代に
伝える効果も期待される。

「ＮＰＯ未来につなごう鬼怒川・小貝川の
会」代表　古沢諭さん。

２月下旬、市民ボランティアによって育てられた鮭の稚魚が、大

海原へと旅を始めました。約５年後、4000kmを航海して成長

した鮭は、ふる里である勤行川に帰ってきます。いつまでも、鮭

が帰ってこられる美しい筑西市でありたい＿その思いが、市民

の環境意識を高め、より良いまちづくりの原動力となっています。

母
ぼ

川
せ ん

回
か い

帰
き

。鮭の帰る街、筑西。
勤行川で鮭の稚魚放流会

主催者と来賓による放流。

市
民
の
手
で
育
て
ら
れ
た
鮭
の
稚
魚
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て
き
た
こ
と
が
良
く
分
か
る
そ
う
で
す
。「
例

え
ば
蔵
ひ
と
つ
で
も
、
石
工
・
瓦
屋
・
左
官

屋
・
大
工
な
ど
の
技
術
を
持
つ
職
人
が
い

て
、
そ
の
職
人
に
仕
事
を
頼
ん
だ
商
人
が
い

た
。
な
ぜ
そ
こ
に
蔵
が
あ
る
の
か
、
ど
う
続

い
て
き
た
の
か
、
他
の
地
域
と
の
関
係
性
な

ど
も
含
め
て
、
い
ろ
い
ろ
な
事
柄
や
人
の
姿

が
見
え
て
く
る
ん
で
す
」。
古
い
建
物
を
壊

す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
中
に
納
め
ら
れ
て

い
た
全
て
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ

と
。
写
真
や
地
図
な
ど
が
捨
て
ら
れ
る
と
同

時
に
、
そ
の
場
所
で
続
い
て
き
た
「
時
」
ま

で
歩
み
を
止
め
て
し
ま
う
の
で
す
。
市
民
の

目
で
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
た
時
に
、
古
き
良

き
モ
ノ
を
大
事
に
し
て
、
こ
の
ま
ち
が
ど
ん

な
歩
み
を
し
て
き
た
か
を
調
べ
学
ん
で
い
く

こ
と
で
、
知
り
得
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
「
時
の
会
」
の
メ
ン
バ
ー
は
約
50
名
。
学

生
か
ら
年
配
の
方
ま
で
お
り
、
様
々
な
職
業

の
メ
ン
バ
ー
が
、
各
人
の
強
み
を
活
か
し
て

活
動
し
て
い
ま
す
。
在
住
歴
の
長
短
に
関
わ

ら
ず
、
立
場
の
違
う
人
た
ち
が
集
ま
っ
た
理

由
を
一
木
さ
ん
に
伺
う
と
、「
皆
こ
の
ま
ち

が
好
き
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
次
の
世
代
に
こ

の
ま
ち
を
残
し
て
い
き
た
い
と
思
わ
せ
る
力

が
、
下
館
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
」
と
答
え
て
く
れ
ま
し
た
。

　

同
会
で
は
こ
れ
ま
で
に
『
時
の
蔵
』
を
利

用
し
て
「
下
館
の
地
図
展
」
や
「
波
山
と
茨

城
工
芸
会
展
」
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
単

に
石
蔵
を
保
存
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
イ
ベ

ン
ト
な
ど
に
活
用
す
る
こ
と
で
、
そ
の
場
所

に
新
た
な
思
い
出
が
残
っ
て
い
く
。
過
去
の

思
い
出
に
、
今
の
思
い
出
が
重
な
っ
て
い
く

こ
と
で
、
建
物
の
価
値
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て

い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、『
時
の
蔵
』
以
外
の
会
場
で
も
、
下

館
の
古
御
輿
の
展
覧
会
を
開
い
た
り
、
毎
年
３

月
３
日
の
板
谷
波
山
生
誕
の
日
に
は
、
波
山

の
魅
力
を
紹
介
す
る
企
画
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
「
急
に
ま
ち
は
変
わ
ら
な
い
け
れ
ど
、
今

や
れ
る
こ
と
を
や
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
で

す
。
他
の
市
民
グ
ル
ー
プ
や
自
治
会
と
も
協

力
し
て
、
よ
り
良
い
ま
ち
に
し
て
い
き
た
い

で
す
ね
」
と
一
木
さ
ん
。

　

筑
西
市
に
は
、
蔵
や
西
洋
館
、
古
民
家
な

ど
、
往
時
の
姿
を
今
に
と
ど
め
る
古
い
建
造

物
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い
ま
す
。平
成
14
年
、

下
館
一
の
傑
作
と
い
わ
れ
る
石
蔵
が
取
り
壊

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
際
、
そ
れ
を
惜
し
む

市
民
の
有
志
が
集
ま
っ
て
保
存
活
動
を
行
い

ま
し
た
。
そ
れ
が
現
在
の
「
下
館
・
時
の
会
」

に
発
展
し
、
石
蔵
は
『
時
の
蔵
』
と
名
付
け

ら
れ
ま
し
た
。
元
は
時
計
店
の
石
蔵
で
あ
っ

た
こ
と
に
ち
な
ん
だ
命
名
で
す
。

　
「
時
計
店
の
蔵
を
片
づ
け
て
い
る
と
、
昔

作
ら
れ
た
下
館
町
襟
章
の
台
帳
が
見
つ
か
り

ま
し
た
。
帳
簿
に
は
襟
章
が
幾
ら
だ
っ
た
か

書
か
れ
て
い
て
、
商
売
の
足
跡
が
分
か
る
。

小
さ
な
襟
章
ひ
と
つ
か
ら
で
も
、
そ
の
当
時

の
人
た
ち
の
姿
が
活
き
活
き
と
見
え
て
く
る

ん
で
す
」
そ
う
語
っ
て
く
れ
た
の
は
「
下
館
・

時
の
会
」
の
代
表
を
務
め
る
一
木
努
さ
ん
。

建
物
に
限
ら
ず
、
お
祭
り
や
言
葉
、
ど
ん
な

食
べ
物
を
食
べ
て
い
た
か
な
ど
過
去
を
調
べ

る
と
、
ま
ち
に
暮
ら
す
人
々
が
歴
史
を
作
っ

に
、
社
会
全
体
で
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
市
に
お
い
て
は
、
講
演
会
、
セ
ミ
ナ
ー

の
開
催
を
は
じ
め
と
す
る
学
習
機
会
の
充
実

や
、
共
同
参
画
意
識
の
啓
発
に
努
め
る
と
と

も
に
、
女
性
の
社
会
参
画
を
積
極
的
に
支
援

し
て
き
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
条
例

を
制
定
す
る
と
と
も
に
、「
男
女
共
同
参
画

基
本
計
画
」
を
策
定
し
、
男
女
が
互
い
に
自

立
し
、
認
め
合
う
活
力
の
あ
る
男
女
共
同
参

画
社
会
の
実
現
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。
ま

た
、
市
民
や
事
業
者
、
関
係
機
関
等
と
連
携

を
図
り
な
が
ら
、
市
民
意
識
の
醸
成
や
社
会

環
境
の
整
備
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

真
の
男
女
平
等
社
会
を
目
指
し
て

　

近
年
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
家
族
形
態
の

多
様
化
を
背
景
に
、
女
性
の
職
場
進
出
や
地

域
活
動
へ
の
参
加
は
ま
す
ま
す
活
発
と
な

り
、
男
女
共
同
参
画
の
視
点
に
立
っ
た
法
制

度
の
整
備
を
は
じ
め
、
男
女
が
共
に
あ
ら
ゆ

る
分
野
に
社
会
参
画
で
き
る
よ
う
様
々
な
取

り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
女
性
に
偏
る
家
事
・
育

児
・
介
護
等
の
負
担
や
、
配
偶
者
か
ら
の
暴

力
、
職
場
で
の
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
な
ど
、
社
会
参
画
を
阻
害
す
る
諸
問
題
は

依
然
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
性
別
に
よ
る

固
定
的
な
役
割
分
担
意
識
や
、
慣
行
の
解
消

協働のまちづくり

『時の蔵』の外観。使用され
ている石材や建築技術が歴
史的価値を持っている。
なお、平成 20 年度に市の

「まちづくりファンド事業」
を活用してトイレが整備さ
れた。

平成 21 年に開催された企画展「波山と茨城工芸会展」での展示（２階部分）。

「下館・時の会」代表、一木努さん。
「市民団体ならではのフットワー
クの軽さを活かしていきたい。」

平
成
14
年
、
旧
下
館
市
内
の
由
緒
あ
る
石
蔵
の
保
存
を
目

的
と
し
て
、
市
民
が
集
ま
り
「
下
館
・
時
の
会
」
が
結
成

さ
れ
ま
し
た
。
現
在
、同
会
は
そ
の
石
蔵
を
活
動
拠
点
と
し
、

下
館
の
文
化
遺
産
の
保
存
・
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
地
域

の
歴
史
を
次
の
世
代
に
繋
げ
る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

[

[

過
去
か
ら
未
来
へ「
時
」を
繋
げ
る
ま
ち
づ
く
り

下
館
・
時
の
会

文
化
遺
産
の
保
存
活
動

Case1
協働のまちづくり

　

市
民
の
皆
様
の
ご
要
望
に
応
じ
て
、

市
の
職
員
な
ど
が
講
師
と
な
っ
て
出
向

き
、
市
の
施
策
や
事
業
に
つ
い
て
分
か

り
や
す
く
説
明
す
る
制
度
で
す
。
市
内

に
在
住
、
在
勤
、
在
学
す
る
10
人
以
上

の
団
体
で
あ
れ
ば
、
ど
な
た
で
も
ご
利

用
い
た
だ
け
ま
す
。

　

メ
ニ
ュ
ー
は
87
講
座
あ
り
、
市
民
生

活
、
健
康
、
医
療
、
福
祉
、
教
育
な
ど

に
関
す
る
様
々
な
内
容
の
講
座
が
用
意

さ
れ
て
い
ま
す
。

　
（
財
）
民
間
都
市
開
発
推
進
機
構
か
ら

の
拠
出
金
と
、
市
民
の
皆
様
か
ら
の
寄

付
金
を
活
用
し
て
、
市
民
活
動
団
体
が

自
主
的
に
行
う
ま
ち
づ
く
り
活
動
を
助

成
す
る
事
業
で
す
。

　

補
助
の
対
象
と
な
る
の
は
、
景
観
形

成
・
伝
統
文
化
の
継
承
及
び
歴
史
的
施

設
の
保
全
・
観
光
の
振
興
・
安
全
安
心

な
ま
ち
づ
く
り
等
、
魅
力
あ
る
ま
ち
づ

く
り
や
、
ま
ち
の
活
性
化
に
資
す
る
と

認
め
ら
れ
る
事
業
で
す
。

まちづくり出前講座

男女共同参画の推進

まちづくりファンド事業

平成 20 年度に実施された
事例の１つに、「駅南のにぎ
わいのある商店街と安心安
全の地域づくり事業」があ
ります。下館駅南口周辺に
防犯カメラと防犯灯を設置
し、年末年始にはイルミネー
ションを点灯しました。

数あるメニューの中でも、
特に人気なのが「シルバー
リハビリ体操」。立つ、座る、
歩くなど、日常生活を営む
ための基本動作の訓練にな
り、高齢者の介護予防やリ
ハビリに最適です。

ただの理念で終わらせないために。

「
父
と
子
の
料
理
教
室
」

講
演
会
「
男
女
共
同
参
画
社
会
を
め
ざ
し
て
」
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な
さ
ん
が
快
く
協
力
し
て
く
れ
、
た
く
さ
ん

の
人
が
楽
し
み
に
し
て
く
れ
る
こ
と
が
、
大

き
な
力
と
な
り
活
動
を
支
え
て
い
ま
す
。

　

プ
ロ
の
能
楽
師
が
使
い
や
す
い
と
太
鼓
判

を
押
す
舞
台
装
置
は
、
実
行
委
員
会
の
メ
ン

バ
ー
が
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
作
り
上
げ
た
も

の
で
、
つ
く
ば
市
、
土
浦
市
、
静
岡
県
な
ど

か
ら
制
作
依
頼
も
あ
り
「
明
野
の
舞
台
」
と

し
て
全
国
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。

を
食
べ
る
の
が
、
何
よ
り
の
楽
し
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
「
守
る
会
」
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
自
然
体

験
の
場
と
し
て
、
年
間
を
通
し
自
然
観
察
会

や
キ
ャ
ン
プ
、
お
月
見
会
、
農
業
体
験
な
ど

の
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
活
動
が
実
を
結
び
、
大
勢
の
子
ど
も
た

ち
が
里
山
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
が
屋
外
で
遊
ば
な
く
な
っ
た

と
言
わ
れ
て
久
し
い
現
代
。
子
ど
も
た
ち
の

性
質
は
昔
と
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。「
守
る
会
」
理
事
長
の
中
川
行

夫
さ
ん
は
、「
子
ど
も
は
今
も
昔
も
変
わ
ら
な

い
で
す
よ
。
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
環
境

な
ん
で
す
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
木
か

ら
落
ち
る
落
ち
葉
が
地
面
に
着
く
前
に
、
帽

子
で
何
枚
す
く
え
る
か
を
競
っ
て
み
た
り
、

子
ど
も
た
ち
は
自
然
の
中
で
の
遊
び
を
自
分

た
ち
で
工
夫
し
て
見
つ
け
る
そ
う
で
す
。「
里

山
で
活
発
に
遊
べ
ば
、
転
ん
で
怪
我
を
す
る

よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
す
が
、
そ
の

よ
う
に
自
ら
の
体
で
痛
さ
を
知
る
経
験
を
す

る
事
で
、
他
の
人
の
痛
み
を
理
解
し
、
思
い

や
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
」
と
中
川
さ
ん
。

自
然
の
中
で
虫
を
観
察
し
て
、
小
さ
く
て
も

そ
こ
に
命
の
営
み
が
あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ

こ
か
ら
、
生
命
の
尊
さ
を
実
感
と
し
て
学
ぶ

こ
と
が
で
き
る
。
自
然
を
通
し
て
得
た
豊
か

な
体
験
は
、
子
ど
も
た
ち
の
心
の
栄
養
と

な
っ
て
堆
積
し
、
い
つ
か
目
に
見
え
な
い
形

で
現
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

里
山
で
は
会
員
の
み
な
さ
ん
と
子
ど
も
た

ち
の
異
世
代
交
流
も
盛
ん
で
す
。「
お
じ
い

さ
ん
と
話
す
機
会
が
少
な
い
子
ど
も
も
い
ま

す
よ
ね
。
里
山
に
来
て
、
囲
炉
裏
に
あ
た
り

な
が
ら
、
年
配
の
人
と
話
を
す
る
。
知
ら
な

い
お
じ
さ
ん
で
も
、
こ
こ
に
来
る
と
自
然
と

う
ち
解
け
て
、
仲
良
く
な
る
ん
で
す
」
と
中

川
さ
ん
。

　

日
本
に
お
い
て
、
古
来
よ
り
人
の
暮
ら
し

と
自
然
の
境
界
に
あ
っ
て
、
両
者
を
つ
な
ぐ

役
割
を
担
っ
て
き
た
里
山
。
現
代
で
は
、
世

代
を
超
え
て
人
と
人
を
つ
な
ぐ
役
割
を
も
果

た
し
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
す
。

春
、満
開
に
な
っ
た
桜
の
下
に
、
手

作
り
の
能
舞
台
が
組
み
立
て
ら

れ
ま
す
。
薄
闇
の
中
に
た
い
ま
つ
が
灯
り
、

舞
台
で
は
能
楽
師
が
幽
玄
の
世
界
を
表
現
し

て
い
ま
す
。
外
の
舞
台
で
な
く
て
は
出
会
え

な
い
、
幻
想
的
な
世
界
が
そ
こ
に
広
が
っ
て

い
ま
す
。

　
「
日
本
古
来
の
伝
統
文
化
で
あ
る
能
楽
を
、

地
元
の
文
化
と
し
て
根
付
か
せ
た
い
。
も
っ

と
市
民
が
芸
術
に
直
接
触
れ
る
機

会
を
作
り
た
い
」
と
有
志
が
集
ま

り
、平
成
４
年
か
ら
「
明
野
薪
能
」

の
活
動
が
始
ま
り
ま
し
た
。
実
行

委
員
会
会
長
を
務
め
る
の
は
古
田

部
光
文
さ
ん
。
最
初
は
こ
ん
な
に

続
く
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
そ

う
で
す
。
毎
年
空
を
見
上
げ
て
天

候
が
崩
れ
な
い
よ
う
に
願
い
、
天

候
不
順
で
屋
内
開
催
の
年
も
あ
り

ま
し
た
。
け
れ
ど
、
大
倉
流
大
倉

正
之
助
さ
ん
を
は
じ
め
演
者
の
み

市
民
の
方
々
が
集
ま
り
、「
里
山
を
守
る

会
」
と
し
て
活
動
を
始
め
た
き
っ
か

け
は
、
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
里
山
を
整
備
し

て
、
子
ど
も
た
ち
を
自
然
の
中
に
呼
び
込
も

う
と
思
っ
た
か
ら
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
た
め

に
、
真
っ
先
に
始
め
た
こ
と
は
里
山
か
ら
ゴ

ミ
を
運
び
出
し
、
掃
除
を
す
る
こ
と
で
し
た
。

以
来
、
毎
月
第
２
土
曜
日
を
活
動
の
日
と
定

め
、
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
く
遊
べ
る
遊
具
や

フ
ィ
ー
ル
ド
を
つ
く
り
、
鯉
や
鮒
が
泳
ぐ
「
里

山
の
池
」
な
ど
の
環
境
を
整
え
て
い
き
ま
し

た
。
五
郎
助
山
に
は
、
囲
炉
裏
を
備
え
た
山

小
屋
「
五
郎
助
庵
」
を
建
て
て
会
の
拠
点
と

し
た
他
、
炭
焼
き
窯
も
増
設
し
ま
し
た
。

　

里
山
は
、
人
が
手
を
加
え
る
こ
と
で
は
じ

め
て
維
持
で
き
る
「
二
次
的
」
な
自
然
環
境

で
す
。
定
期
的
な
雑
木
林
の
伐
採
、
下
草
刈

り
、
落
ち
葉
集
め
、
植
林
と
い
っ
た
地
道
な

作
業
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
決
し
て
楽
な
仕
事

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
一
汗
か
い
た
後
、
仲

間
た
ち
と
囲
炉
裏
を
囲
ん
で
手
作
り
の
昼
食

協働のまちづくり

平成 21 年 4 月の第 16 回
公演では、観客にも能を体
験してもらおうと、ワーク
ショップを開催。舞台上に
観客が上がり、大鼓奏者の
大倉正之助さんの指導で大
鼓や小鼓を体験した。

茨城県自然博物館の協力の
もと、平成 22 年１月に五
郎助山で行われた野鳥観察
会の様子。ロシアからやっ
てきたと思われる渡り鳥「カ
シラダカ」をはじめ、22
種類もの野鳥が見られた。

実行委員会会長を務める古田部光
文さん。「まちづくりは人づくり。
新しい仲間を募集しています。」

作業の合間の「守る会」の皆さん。同会は現在、会員 112 人、賛助会員 98 人を数える。

満
員
の
観
客
が
、
当
代
一
流
の
演
者
に
よ
る
能
・
狂
言
の
魅
力
を
堪
能
。

（上）屋外での薪能の様子。満開の桜が舞台装置。（中）舞台
設営の様子。（下）第16回公演では、地元の子どもたち
が小舞や狂言を演じ、会場から暖かい拍手が贈られた。

理事長の中川行夫さん。「里山は
人を呼び寄せる不思議な力を持っ
ているんです。」

「
子
ど
も
た
ち
が
自
然
と
触
れ
あ
う
場
を
つ
く
り
た
い
」。

筑
西
市
に
あ
る
里
山
「
五
郎
助
山
」
と
「
丸
山
」
を
舞
台
に
、

平
成
12
年
に
創
立
さ
れ
た
「
里
山
を
守
る
会
」。
里
山
の
環

境
保
全
活
動
や
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
を
通
し
て
、
子
ど
も
た

ち
に
貴
重
な
自
然
体
験
の
場
を
提
供
し
続
け
て
い
ま
す
。

[

[

平
成
21
年
４
月
に
16
回
目
の
公
演
を
行
っ
た
明
野
薪
能
は
、

「
地
域
に
文
化
を
根
付
か
せ
た
い
」
と
願
う
地
元
の
有
志
の

皆
さ
ん
に
よ
っ
て
創
業
・
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
費
用
の

ほ
と
ん
ど
を
能
舞
台
の
出
張
制
作
で
賄
い
、
初
回
公
演
か

ら
入
場
料
を
と
ら
な
い
方
針
を
貫
い
て
い
ま
す
。

[

[

子
ど
も
も
大
人
も
集
ま
る
里
山
づ
く
り

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人　
里
山
を
守
る
会

里
山
の
環
境
保
全
活
動

Case3
協働のまちづくり

日
本
の
伝
統
文
化
が
根
付
く
ま
ち
づ
く
り

明
野
薪
能
実
行
委
員
会

明あ

け

野の

薪た
き
ぎ

能の

う

の
主
催

Case2
協働のまちづくり
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豊
か
さ
を
育
む
産
業
と
観
光
の
ま
ち
づ
く
り

2

「地域に文化を根付かせたい」と願う
市民ボランティアが主体となり、当代
一流の能楽師・狂言師を招聘して行わ
れています。費用の大半を、能舞台の
出張製作でまかない、初回公演から入
場料をとらない方針を貫いています。

筑西最大の夏の風物詩「祇園祭」の迫力とエ
ネルギーは圧巻です。最終日には夜を明かし
た大みこしが雄々しく勇壮に、 勤行川に入っ
て川渡御を行い、羽黒神社にお宮入りします。

鬼
怒
川
河
畔
で
打
ち
上
げ
ら
れ
る
約

三
千
数
発
の
花
火
は
真
夏
の
夜
を
飾
る

風
物
詩
で
す
。

ひまわりの里（宮山地内）で
開催されるイベントです。
ひまわりの里では 100 万本の
八重ひまわりが育てられてお
り、あたり一面を埋め尽くす
その光景は壮観です。

特産品である「梨」の収穫を祝って行われて
いた「梨相撲」にちなんだ祭りです。
昼間は当代の人気力士を招き、ちびっこ相撲
等の催し物。
日が落ちてからは、盆踊りやお神輿・お囃子
で夏の夜を盛り上げます。

「どすこい」は相撲の掛け声、ペア（PEAR）
は英語で梨の意味です。

筑
波
山
を
望
む
雄
大
な
自
然
の
も
と
、
い
に
し
え

の
昔
か
ら
受
け
継
が
れ
て
い
る
伝
統
を
重
ん
じ
た

行
事
が
各
地
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

夏
、人
々
の
熱
い
思
い
が
開
放
さ
れ
る「
ま
つ
り
」。

そ
の
興
奮
と
迫
力
は
、
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
の

ひ
と
つ
と
な
り
、
未
来
を
担
う
子
ど
も
達
へ
と
受

け
継
が
れ
て
い
き
ま
す
。

8月 下館祇園祭り（しもだてぎおんまつり）

8月 ひまわりフェスティバル

８
月

灯
ろ
う
流
し

8月 盆踊り大会

2 日間にわたって、延べ 6,000
人が、特設のやぐらを囲んで

「下館音頭」「下館おどり」「笠
抜きおどり」を繰り返し踊り、
夏の一時を満喫します。

夏春
筑西の歳時記

どすこいペア8月

川
島
花
火
大
会

８
月

筑西の歳時記 Chapter

漆黒の勤行の清流に浮かぶ万霊供養塔の大万灯。
夕闇せまる頃、次々に灯ろうが市民の手を離れ
静かに流れて行きます。

明
野
薪
能
（
あ
け
の
た
き
ぎ
の
う
）

４
月

Chikusei
2010

全
国
有
数
の
農
業
都
市
で
あ
る
筑
西
市
に
は
、
筑
波
山
を
望
む
雄
大
な
自

然
・
田
園
環
境
と
美
し
い
景
観
が
あ
り
、
そ
こ
で
育
ま
れ
て
き
た
豊
か
な

歴
史
・
文
化
や
産
業
が
あ
り
ま
す
。
本
市
で
は
、
こ
れ
ら
豊
富
な
地
域
資

源
を
基
盤
と
し
て
、
都
市
と
農
村
と
の
交
流
の
推
進
、
農
業
を
軸
と
し
た

産
業
の
連
携
、
観
光
の
振
興
を
推
進
す
る
こ
と
で
、
地
域
の
豊
か
さ
に
つ

な
が
る
産
業
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
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冬秋
筑西の歳時記

下館薪能は、平成元年に旧下館市の市
制施行 35 周年記念事業として、茨城
県内で初めて開催されました。
伊達政宗の祖縁の地、中館観音寺境内
において、かがり火の炎に照らされた
幽玄の世界に多くの皆様が魅了されま
した。 
本市出身の洋画家で文化勲章受章者、
日本芸術院会員の森田茂先生のご尽力
により、実現したものです。
以後、当代一流の能楽師により毎年秋
に行われています。

平成元年から始まった祭りは､ 小栗判官伝説を再現し、さらに
まちの活性化を図るため、毎年十二月の第一日曜日に行われま
す。会場では、商工祭や歌のステージ、体験コーナーや模擬店
が催され、毎年二万人を超える観客でにぎわいます。
祭りのハイライトは華麗な戦国絵巻を思わせる武者行列。馬に
またがった小栗判官は、照手姫はじめ侍女、判官十勇士、子ど
も武者など一行三百人余りを引き連れ、ＪＲ新治駅前通りを練
り歩きます。また、行列には小栗太々神楽や知行八木節踊りな
どの伝統芸能や御輿、勇壮な常陸の国ふるさと太鼓も参加し、
祭りを盛り上げます。沿道は多くの見物客で埋め尽され、祭り
は最高潮に達します。

勤
行
川
で
は
、
川
岸
や
橋
の
上
か
ら
、
遡
上

す
る
魚
影
や
産
卵
の
様
子
を
手
軽
に
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

市
街
地
で
遡
上
す
る
鮭
の
姿
が
見
ら
れ
る
の

は
、
非
常
に
珍
し
い
こ
と
で
す
。

 
JR 水戸線下館駅北口にある大町通り
で開かれます。
通りは歩行者天国となり、高崎だるま・
埼玉武州だるまを売る 25 軒ほどの露
天商が軒を連ねる他、植木の苗などの
販売も行われ、多くの人々で賑わいます。

作
物
の
豊
穣
、
鮭
が
帰
っ
て
く
る
勤
行
川
の
澄
ん

だ
水
面
。
筑
西
市
の
自
然
が
、
そ
こ
に
生
き
る
市

民
の
文
化
創
造
の
背
景
と
な
り
、
様
々
な
交
流
が

生
ま
れ
て
い
ま
す
。

自
然
・
歴
史
・
文
化
な
ど
の
資
源
を
活
か
し
た
各

種
イ
ベ
ン
ト
に
は
、市
外
か
ら
の
観
光
客
も
訪
れ
、

た
く
さ
ん
の
人
で
賑
わ
い
ま
す
。

10月〜11月 鮭の遡上

寛
延
４
年
（
１
７
５
１
）
山
城
国
愛
宕
郡
三
嶋
神
宮
宮
司
ら

に
よ
り
内
外
大
神
宮
宮
司
に
伝
授
さ
れ
ま
し
た
。

勇
壮
な
舞
と
融
和
的
な
舞
と
で
構
成
さ
れ
、
内
容
は
神
々
の

功
績
を
た
た
え
、
平
穏
な
自
然
と
作
物
の
豊
穣
を
祈
り
、
悪

を
払
い
幸
福
を
祈
願
す
る
神
楽
で
す
。

毎
年
、春
４
月
21
日
、秋
11
月
10
日
（
と
も
に
直
前
の
日
曜
日
）

の
神
社
の
例
大
祭
に
境
内
の
神
楽
殿
に
お
い
て
神
楽
舞
が
奉

納
さ
れ
ま
す
。

筑西の歳時記

小
栗
内
外
大
神
宮
太
々
神
楽
（
お
ぐ
り
な
い
げ
だ
い
じ
ん
ぐ
う
だ
い
だ
い
か
ぐ
ら
）

11
月

小
栗
判
官
ま
つ
り
（
お
ぐ
り
は
ん
が
ん
ま
つ
り
）

12
月

下
館
薪
能
（
し
も
だ
て
た
き
ぎ
の
う
）

10
月

１
月

だ
る
ま
市

20

2
豊
か
さ
を
育
む
産
業
と
観
光
の
ま
ち
づ
く
り
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古
き
良
き

時
代
を
訪
ね
て
。

し
た
。

　
待
ち
か
ね
た
乗
車
の
合
図
。
ほ
の
か
な
煙

の
薫
り
を
感
じ
な
が
ら
ボ
ッ
ク
ス
席
に
つ
け

ば
、
旅
の
気
分
も
高
揚
し
て
き
ま
す
。
や
が

て
高
ら
か
に
汽
笛
が
鳴
り
、
車
輪
か
ら
真
っ

白
な
蒸
気
を
噴
出
し
な
が
ら
「
ガ
タ
ン
ゴ
ト

ン
」
と
機
関
車
が
走
り
出
す
と
、
客
車
は
歓

声
で
沸
き
返
り
ま
す
。
線
路
沿
い
の
道
路
や

踏
切
で
は
、
Ｓ
Ｌ
を
一
目
見
よ
う
と
集
ま
っ

た
人
た
ち
が
手
を
振
っ
て
く
れ
て
お
り
、
ベ

ス
ト
シ
ョ
ッ
ト
を
撮
影
し
よ
う
と
カ
メ
ラ
を

構
え
て
い
る
人
も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　
ほ
ど
な
く
景
色
は
、
筑
波
山
を
背
景
に
田

ん
ぼ
と
畑
が
連
な
る
田
園
風
景
に
な
り
、
乗

客
は
Ｓ
Ｌ
が
活
躍
し
て
い
た
昭
和
初
期
へ
と

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
て
い
き
ま
す
。
下
館
駅

は
、
旅
人
の
夢
を
乗
せ
て
、
現
在
か
ら
古
き

良
き
時
代
へ
時
間
を
遡
る
旅
の
始
発
駅
で
も

あ
る
の
で
す
。

　
Ｓ
Ｌ
に
揺
ら
れ
な
が
ら
、
物
質
的
に
は
貧

し
く
て
も
、
人
と
人
の
つ
な
が
り
が
強
く
人

情
味
に
溢
れ
た
時
代
の
「
心
の
豊
か
さ
」
に

思
い
を
馳
せ
る
。
無
骨
だ
け
れ
ど
力
強
い
、

そ
し
て
な
ん
と
も
温
か
い
、
そ
ん
な
蒸
気
機

関
車
に
、
あ
な
た
も
乗
っ
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

　
技
術
系
の
仕
事
が
し
た
い
と
、
病
院
事
務

か
ら
機
関
士
へ
転
身
し
た
坂
場
さ
ん
。
機
関

士
に
な
る
に
は
国
家
資
格
が
必
要
で
、
気
動

車
の
運
転
か
ら
始
め
、
経
験
を
積
ま
な
け
れ

ば
取
得
出
来
ま
せ
ん
。
努
力
が
実
り
、
初
め

て
Ｓ
Ｌ
を
運
転
し
た
時
は
、「
単
純
な
ん
で

す
が
、
男
に
生
ま
れ
て
良
か
っ
た
」
と
思
っ

た
そ
う
で
す
。「
大
き
な
物
を
動
か
し
て
い

る
感
動
が
あ
り
ま
し
た
。
Ｓ
Ｌ
は
全
て
の
操

作
が
手
動
で
す
か
ら
、加
速
の
仕
方
、ブ
レ
ー

キ
の
か
け
方
な
ど
、
自
分
の
感
覚
で
動
か
す

こ
と
が
出
来
る
ん
で
す
」。
石
炭
の
く
べ
方

ひ
と
つ
で
、
動
き
が
変
わ
る
こ
と
も
あ
る
の

だ
と
か
。

　
こ
れ
か
ら
は
、
後
輩
を
育
て
な
が
ら
、
機

関
士
と
し
て
の
技
術
を
後
生
に
伝
え
て
い
き

た
い
そ
う
で
す
。
機
関
士
を
希
望
す
る
子
ど

も
に
は
「
ま
ず
は
学
校
の
勉
強
を
き
っ
ち
り

続
け
る
事
（
笑
）」
と
の
こ
と
。

　
休
日
の
朝
10
時
37
分
、
下
館
駅
。
真
岡
鐵

道
の
ホ
ー
ム
は
、
家
族
や
友
達
と
の
蒸
気
機

関
車
の
旅
を
心
待
ち
に
す
る
人
々
で
賑
わ
っ

て
い
ま
す
。
ホ
ー
ム
に
停
車
中
の
機
関
車
で

は
、
機
関
士
た
ち
が
黙
々
と
ボ
イ
ラ
ー
に
石

炭
を
く
べ
て
、
発
車
の
準
備
に
余
念
が
あ
り

ま
せ
ん
。
円
筒
か
ら
吐
き
出
さ
れ
る
煙
は
力

強
く
天
に
向
か
っ
て
吹
き
上
が
り
、
乗
客
た

ち
が
募
ら
せ
て
い
る
期
待
感
を
更
に
煽
っ
て

い
る
か
の
よ
う
で
す
。

　
真
岡
鐵
道
は
平
成
６
年
３
月
に
、
24
年
ぶ

り
に
Ｓ
Ｌ
の
運
行
を
再
開
し
、
今
年
で
16
年

に
な
り
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
Ｓ
Ｌ
フ
ァ
ン
に

愛
さ
れ
、
乗
客
数
は
延
べ
62
万
人
を
越
え
ま

坂場雄介さん　
昭和 47 年生まれ

機関士　（運転指令、列車運行管理）

平成５年４月入社

外口泰士さん　

昭和 58 年生まれ　

機関助士　

平成 14 年４月入社

単
純
な
ん
で
す
が
、

男
に
生
ま
れ
て
良
か
っ
た
。

　
外
口
さ
ん
は
高
校
卒
業
後
、
真
岡
鐵
道
に

入
社
。
小
学
生
の
頃
か
ら
真
岡
鐵
道
に
Ｓ
Ｌ

が
走
っ
て
い
る
の
を
見
て
憧
れ
て
い
た
そ
う

で
す
。

　
入
社
後
は
気
動
車
の
運
転
士
か
ら
始
め
、

ボ
イ
ラ
ー
技
士
免
許
を
取
り
、
機
関
助
士
に

な
り
ま
し
た
。
現
在
は
石
炭
と
水
を
管
理
し

て
蒸
気
圧
を
上
げ
る
仕
事
を
し
て
い
ま
す
。

　
石
炭
の
く
べ
方
は
、
季
節
・
天
候
・
石
炭

の
状
態
に
よ
っ
て
、
一
日
一
日
違
っ
て
く
る

の
で
、
的
確
な
技
術
と
経
験
が
必
要
な
仕
事

で
す
。
夏
は
70
℃
を
越
え
る
暑
さ
に
な
り
、

仕
事
は
体
力
勝
負
。
体
調
管
理
に
は
気
を
付

け
て
い
る
そ
う
で
す
。「
苦
労
も
あ
り
ま
す

が
、
乗
客
の
安
全
を
預
か
る
重
要
な
仕
事
で

す
か
ら
、
や
り
甲
斐
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ

か
ら
も
経
験
を
積
ん
で
、
頑
張
り
ま
す
。
皆

さ
ん
も
ど
う
ぞ
、
Ｓ
Ｌ
を
体
験
し
に
来
て
下

さ
い
」
と
外
口
さ
ん
。

Engineer's Voice

C12 型は昭和 7 年から昭和 22 年までに 300
両近く製造。真岡鐵道で運行されている C1266
号は、昭和 8 年 12 月に製造されたもの。
全長 11,350mm　動輪 3 輪の直径 1,400mm

〔C1266〕

ＳＬ車両データ

C11 型は昭和 7 年から昭和 20 年までに 381
両を製造。真岡鐵道で運行されている C11325
号は、昭和 21 年 3 月に製造されたもの。　
全長 12,650mm　動輪 3 輪の直径 1,520mm

〔C11325〕

ＳＬ運行日：土曜日・日曜日・祝日に１往復運行（春・夏休みの特別期間運行あり）
乗　車　案　内：ＳＬに乗車するには普通乗車券のほかに「ＳＬ整理券」が必要です。
料　　　金：大人（中学生以上）500 円　小人（小学生）250 円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（※座席指定ではありません。）
ＳＬ整理券販売所
JR 東日本みどりの窓口、びゅうプラザ、真岡鉄道真岡駅、久下田駅、益子駅、茂木駅
お問い合わせ：真岡鉄道真岡駅　0285-84-2911

下
館
駅
発

の
旅

S
L

筑西遊覧
筑西遊覧
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明野ひまわりの里
　毎年８月、宮山ふるさとふれあい公
園に隣接する「明野ひまわりの里」で
は、「ひまわりフェスティバル」が開
催されます。4.4 ヘクタールの会場に
は、実行委員会が育てた 100 万本の
東北八重ひまわりと 20 万本の黄花コ
スモスが咲き誇り、訪れた人たちを楽
しませます。

里山「五郎助山」
　常総線黒子駅より西へ４㎞程。ＮＰ
Ｏ法人「里山を守る会」により整備さ
れています。年間を通じて行われる
様々なイベントを通し、子どもたちが
自然と触れあう場となっています。

里山「丸山」
　常総線黒子駅から２㎞。「五郎助山」
と同じく「里山を守る会」により整備
されており、田植え・稲刈り・自然観
察会など、子どもたちの里山体験・交
流の場として活用されています。

里山「西山」
　常総線沿線にあり、湿地と雑木林が
入り組んだ大変美しい景観を有してい
ます。嘉

か げ さ わ

家佐和地区のボランティア「西
山の会」の尽力により整備され、人と
自然が共生する、昔懐かしい里山の姿
を見ることができます。

宮山ふるさとふれあい公園
　明野の豊かな自然を思いきり楽しめ
るアウトドアスポーツとクラフトの施
設。バーベキュー設備、キャンプ場、
水遊びのジャブジャブ池、わんぱく砦、
健康遊具、陶芸工房など多彩な施設が
勢揃い。自然のままのどんぐりの林、
歴史のロマンに満ちた宮山石倉遺跡も
あり、遊び方はお好み次第です。

県西総合公園
　55.7 ヘクタールの敷地を有する広
大な公園です。赤松林・落葉・紅葉樹
林の自然を残し、雄大な筑波山の眺め
を楽しむことができます。園内には
サッカー場、テニスコート、人工沼な
どが整備されています。

アグリショップ夢関城

　関城梨選果場の前に位置し、季節に
は地元の梨は勿論、一年を通して新鮮
な野菜などが販売されています。
TEL 0296-37-1020

せきじょう味覚センター・
ペアショップ

　国道 294 号沿いにあり、梨・野菜
は勿論、「にらうどん」など、関城地
区の味覚を販売。店内にはそば処も併
設されています。
TEL 0296-37-4101

あけのアグリショップ

　宮山ふるさとふれあい公園内にあ
る、花と緑に囲まれた農産物直売所で
す。その日地元で採れた野菜や果物の
新鮮さが人気。そば処も併設され、石
臼びきの手打ちそばも味わえます。
TEL 0296-52-6052

協和の杜公園
　久地楽地区に立地する公園。体育館
も隣接され、地域の住民のやすらぎと
健康づくりの施設となっています。

勤行川サイクリングコース
　中舘地区の市街地を流れる勤行川左
岸の堤防は、サイクリングロードとし
て整備されており、市民の憩いの場と
なっています。仙在橋から県境の桂橋
まで約６㎞のコースです。水辺公園に
は季節の花々が咲き、桜堤の桜、右岸
のアジサイは見物です。

下館総合体育館
　1500 人収容可能な観客席を備えた
メインアリーナをはじめ、サブアリー
ナ、トレーニングルーム、幼児室があ
ります。規模と内容は県内でもトップ
クラスです。

協和サッカー場
　夜間設備も兼ね備えた本格的なサッ
カー場。芝生広場や多目的グランドも
併設され、誰でも気軽に利用可能です。

あけの元気館
　天然温泉を利用した浴室・露天風呂、
多彩な機能を備える温水プール、ス
ポーツジムなど。市外の利用者にも、
公の施設ならではのリーズナブルな料
金で提供しています。

筑西遊湯館
　環境センターでのゴミの焼却から発
生する余熱を有効に利用した温浴施
設。様々な種類のプールや入浴施設、
トレーニングルーム等、充実した設備
を誇っています。

真岡鐵道ＳＬ
　まっ黒い車体、大きな動輪、息をつ
くような蒸気の音、すべてに力強さを
感じるＳＬ。真岡鐵道にＳＬが復活し
たのは、平成６年３月。年間を通して
土・日・祝日と、春・夏休みの特別期間
に運行されています。

アルテリオ（しもだて地域交流
センター）・しもだて美術館

　アルテリオは筑西市中心市街地のラ
ンドマーク的存在で、様々な市民活動
の拠点として活用されています。大き
な空中展示プロムナードからは、筑波
山の山並みを望むこともできます。
　しもだて美術館はアルテリオの 3
階にあります。板谷波山や森田茂をは
じめとする郷土ゆかりの作家による作
品の収蔵・展示を核として、筑西市オ
リジナルの文化継承と再発見、さらに
は新たな地域文化の創造に貢献してい
ます。

板谷波山記念館

　日本陶芸界の巨匠であり、陶芸家と
して初めて文化勲章を受章した板谷波
山の足跡を伝える記念館として、昭和
55 年、生家敷地内に開館しました。
波山の生家が県指定文化財として保存
されている他、窯を移築し工房の様子
を再現。展示館では、波山の作品やゆ
かりの品を見ることができます。

関城跡
国指定文化財（史跡）／鎌倉～南北朝時代

　南北朝時代の戦乱の舞台となった関
城跡は、筑西市の南端にあります。東・
南・西の三方が大宝沼に囲まれており、
台地続きの北部には数重の土塁と堀割
をめぐらせて、天然の要害地とした城
郭です。
　関城跡には、関宗祐父子の墓と伝え
られる宝

ほ う

篋
きょう

印
い ん

塔
と う

の他、坑道跡や土塁、
堀も残され往時を偲ぶことができます。

中舘のコスモス畑
　中舘地区の畑７千㎡（国道 50 号バ
イパスと国道 294 号線が交差する南
側）にコスモスが咲き誇ります。土、
日曜日にはコスモス畑の側を SL が煙
を吐き走ります。コスモスは「市秋の
花」にも制定されている、筑西市を代
表する花の一つです。見ごろは９月中
旬から 10 月いっぱいまで。

さわやかロードの桜と芝桜
　関城地区西原に整備されている約５キ
ロのウォーキングコース「さわやかロー
ド」。この道沿いには、市民ボランティ
アが守り育てている芝桜やハナミズキの
花が咲きほこり、散歩やジョギングをす
る人たちの目を楽しませています。

勤行川の桜つづみ
　勤行川左岸のサイクリングロードを
彩る約 200 本の桜。春には、満開と
なった桜がサイクリングや散策に訪れ
る人の目を楽しませてくれます。

観音院のしだれ桜
　本堂は文久２年（1862）の再建で、
市指定文化財。境内の２本のしだれ桜
は本堂再建時に植えられたと伝えられ
ており、その妖艶な美しさで訪れる人
を魅了します。

母子島遊水地の桜
　筑波山ベストビューコンテストで最
優秀ビューポイントに選ばれた母子島
遊水地。水面を囲む桜の向こうに、３
つの峰が連続する美しい筑波山を望む
ことができます。

延命寺のしだれ桜
　延命寺の境内には樹齢 300 年を超
えるしだれ桜があり、開花の季節には
老若男女が参拝に訪れ、賑やかにお茶
会などを楽しみます。

明野公民館の桜
　明野公民館敷地に植えられた桜は、
昭和 26 年、当時の中学生によって卒
業記念として植樹されたもの。開花の
時期には、美しい桜の下で「桜まつり」

「薪能」「お花見国際交流会」など多く
の催しが行われます。

小栗内外大神宮
国指定重要文化財（建造物）

両本殿　延宝７年・御遷殿　天正２年

　内外大神宮は小栗北部の丘陵地に建
ち、中世には伊勢神宮領の小栗御

み く り や

厨で
あった地域に鎮座しています。内

な い ぐ う

宮・
外

げ

宮
ぐ う

の両本殿は、延宝７年（1679 年）
に建立されました。本来の神社本殿の
姿をとどめたとみられる神明造づくり
で、同建築様式の遺存例は全国でも少
なく、大変貴重です。また、本殿２棟
を並列させる社殿形式としては最古
で、近世の社殿構成を伝える上でも大
変価値がある建造物です。

新治廃寺跡
国指定文化財（史跡）／奈良時代

　奈良時代、律令制のもとで常陸国新
治郡に造られた寺院跡で、古くから４
基の土

ど

壇
だ ん

跡
あ と

と多くの古瓦の出土が知ら
れていました。出土した古瓦の豊富さ
と共に文字瓦も見られ、奈良時代の東
国への仏教文化の伝

で ん

播
ぱ

を知る遺跡です。

新治郡衙跡
国指定文化財（史跡）／奈良時代

　常陸国新治郡に設置された地方行政
機関の郡役所と倉庫跡。
　考古学の調査で、文献記載記事を立
証することができた先駆的で稀有な遺
跡として著名です。

荒川家住宅
国登録有形文化財／明治時代ほか

　筑西市田町の国道 50 号線沿いに南面
して店蔵と洋館が建っています。現在
は酒店を営んでいますが、かつては醤
油の醸造業を営んでいました。明治期
の商店の様子を伝える貴重な建物であ
り、母屋・店蔵・付属屋・内蔵・石蔵
はいずれも丁寧な造りで、それぞれ国
登録有形文化財に指定されています。

羽黒神社
県指定文化財（建造物）／江戸時代

　羽黒神社は、文明 13 年（1481）
下館城主の水谷家初代勝氏が、領内安
堵のため日ごろ尊崇する出羽国（山形
県）羽黒大神を勧請したもので、現在
の本殿は、欅一部檜材彩色一

いっけんしゃながれづくり

間社流造
で桃山風の建築様式を備えています。

上羽黒神社
県指定文化財（建造物）／江戸時代

　本殿は、一間社流造で、茅葺を鉄板
で覆っています。すべて欅材を用い、
木割が太く、江戸時代初期の時代色を
よく残しています。
　拝殿も本殿と同時代の建築で、時代
の特徴を建物全体から見てとれます。

船玉古墳
県指定文化財（史跡）／古墳時代末期

　鬼怒川左岸の河岸段丘上に立地し、
現在は墳丘上に船玉神社が鎮座してい
ます。この神社の参道、石段脇に横穴
式石室が南面して開口しています。
　横穴式石室の全長は約 11.5m。雲
母片岩の板石は県下最大規模の巨石が
用いられています。

伊佐城跡
県指定文化財（史跡）／南北朝時代

　伊佐城は、下館駅より北へ約２㎞、
東は勤行川に接し、西は一面の水田
が開ける中舘の台地に築かれました。
現在の観音寺境内が二の丸跡といわれ、
城跡の面影は勤行川崖に残っています。

久下田城跡
県指定文化財（史跡）／戦国時代

　久下田城跡は、下館駅を北へ５㎞、
栃木県二宮町に接した樋口字城山一帯
で、往時は二宮町の台地を含み規模が
大きかったようです。現在は山王台
に、城跡公園（二の丸）、空濠があり、
22,647㎡が指定されています。

里山探訪

芸術・文化探訪

運動・行楽施設探訪

味覚探訪

花の名所探訪

筑
西
市
と
縁
の
深
い

伝
説
上
の
武
士
・

小
栗
判
官
。

説
経
節
や
浄
瑠
璃
、

歌
舞
伎
な
ど
で

親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

歴史探訪

筑西遊覧 筑西遊覧

見どころ

探訪
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ら
大
坂
ま
で
広
く
販
売
さ
れ
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
掲
載
の
人
気
蕎
麦
店
で
も
使
わ
れ
て
い
ま

す
。
川
田
さ
ん
の
畑
で
は
お
よ
そ
10
年
前
か

ら
そ
ば
の
栽
培
を
始
め
ま
し
た
。「
十
割
そ

ば
の
場
合
、
原
料
の
味
が
は
っ
き
り
と
茹
で

上
が
っ
た
そ
ば
の
味
と
な
る
。
味
に
ご
ま
か

し
は
き
き
ま
せ
ん
。
有
機
栽
培
で
育
て
た
自

分
の
そ
ば
が
、
有
名
店
の
店
主
に
気
に
入
っ

頃
か
ら
梨
の
世
話
を
す
る
親
の
姿
を
見
て
育

ち
ま
し
た
。
日
本
梨
は
旬
が
短
く
、
ハ
ウ
ス

栽
培
の
梨
が
７
月
に
市
場
に
出
回
り
、
一
番

摘
果
の
遅
い
「
新
高
」
が
10
月
中
旬
で
終
了

す
る
ま
で
、
お
よ
そ
４
ヶ
月
間
が
出
荷
の
時

期
で
す
。
そ
の
季
節
に
甘
く
て
大
き
い
梨
を

収
穫
す
る
た
め
、
生
産
者
は
一
年
を
通
し
丹

精
込
め
て
木
の
面
倒
を
み
て
い
ま
す
。

て
も
ら
え
る
の
は
嬉
し
い
で
す
ね
」

と
川
田
さ
ん
。
時
々
、
県
外
の
得

意
先
を
回
り
、
自
分
の
育
て
た
そ

ば
を
味
わ
っ
て
く
る
の
だ
と
か
。

　

こ
れ
か
ら
の
農
業
は
、
各
農
家

が
力
を
合
わ
せ
、
面
的
集
積
を
進

め
る
こ
と
が
必
要
と
の
こ
と
。
面

積
の
小
さ
い
田
畑
を
合
わ
せ
て
ひ

と
つ
に
し
、
生
産
性
を
上
げ
る
試
み
で
す
。

「
今
後
益
々
、
農
作
物
の
国
内
生
産
が
大
切

に
な
っ
て
き
ま
す
。
コ
ス
ト
の
削
減
法
を
考

え
、
経
験
や
学
習
の
中
か
ら
自
分
の
や
り
方

を
探
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
」。
後
継

者
の
問
題
も
あ
る
中
、
ど
う
自
給
率
を
上
げ

て
い
く
か
。
安
全
で
安
心
な
国
産
の
米
や
そ

ば
を
普
及
さ
せ
て
い
き
た
い
と
川
田
さ
ん
。

　

直
売
所
で
、
お
客
様
か
ら
「
昨
年
買
っ
て

美
味
し
か
っ
た
か
ら
、
ま
た
買
い
に
来
た
よ
」

と
言
わ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
そ
れ
が
励
み
に

な
っ
て
い
ま
す
。
ギ
フ
ト
用
と
し
て
も
喜
ば

れ
て
お
り
、「
今
年
も
送
っ
て
」
と
催
促
が

来
る
そ
う
。「
地
産
地
消
」
で
、
も
っ
と
直

売
所
を
増
や
し
て
い
き
た
い
そ
う
で
す
。

　

美
味
し
い
梨
の
見
分
け
方
は
、
形
が
丸
く

整
っ
て
大
き
い
こ
と
。「
他
の
果

物
は
違
い
ま
す
が
、
梨
は
大
き
け

れ
ば
大
き
い
程
美
味
し
い
」。
梨

は
水
分
が
多
く
利
尿
・
解
熱
作
用

が
あ
り
風
邪
に
良
い
と
さ
れ
て
い

ま
す
。ま
た
虫
歯
に
な
り
に
く
く
、

昔
は
梨
を
食
べ
て
歯
医
者
い
ら
ず

と
言
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

を
付
け
て
い
ま
す
。

　

酒
米
づ
く
り
で
は
、
川
田
さ
ん
を
始
め
５

人
の
メ
ン
バ
ー
が
、
来
福
酒
造
の
契
約
農
家

と
し
て
「
五
百
万
石
」
を
栽
培
。「
筑
西
」

と
言
う
名
の
お
酒
も
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
筑
西
市
は
常
陸
秋
そ
ば
の
生
産
量
が

多
く
、
香
り
・
風
味
・
甘
味
が
良
い
そ
ば
が
作

ら
れ
て
い
ま
す
。
県
内
は
も
と
よ
り
、
青
森
か

栽
培
法
で
、
県
の
銘
柄
産
地
に
も
指
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
が
梨
の
ベ

ス
ト
シ
ー
ズ
ン
。
お
盆
の
頃
に
ピ
ー
ク
を
迎

え
ま
す
。
品
種
は
「
幸
水
」「
豊
水
」
を
始
め
、

「
あ
き
づ
き
」「
新
高
」
な
ど
を
栽
培
し
、
主

に
京
浜
地
区
に
出
荷
を
し
て
い
ま
す
。

　

梨
栽
培
の
菊
池
良
信
さ
ん
は
、
こ
の
仕
事

を
始
め
て
25
年
ほ
ど
に
な
り
ま
す
。
子
供
の

筑
波
山
の
す
そ
野
に
広
が
る
広
々
と
し

た
平
野
と
、
市
内
を
流
れ
る
幾
筋
も

の
河
川
に
恵
ま
れ
た
筑
西
市
は
、
県
内
で
も

有
数
の
米
処
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

川
田
誠
一
さ
ん
は
、
コ
シ
ヒ
カ
リ
と
、
酒

米
を
栽
培
し
て
い
ま
す
。
安
全
で
お
い
し
い

米
作
り
は
土
づ
く
り
か
ら
。
藁
や
鶏
糞
な
ど

の
有
機
物
を
使
っ
た
農
法
で
食
の
安
全
に
気

筑
西
市
の
南
西
部
に
位
置
す
る
地
域

は
、
日
本
で
も
最
も
古
い
梨
産
地

の
ひ
と
つ
で
、戦
前
よ
り
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

日
光
お
ろ
し
の
風
が
吹
き
、
夏
冬
の
寒
暖
の

差
の
激
し
さ
が
栽
培
に
適
し
て
お
り
、
国
内

有
数
の
作
付
け
面
積
を
誇
る
日
本
梨
の
産
地

に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
減
農
薬
栽
培
と

厳
し
い
選
果
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
の

食
を
支
え
る
農
業
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
都
市
と
農
村
の

交
流
が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
昨
今
。
農
業
都
市
と
し
て
長
い

歴
史
を
持
つ
筑
西
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
て
き

た
農
の
環
境
を
も
と
に
、
新
た
な
交
流
を
育
み
、
地
域
の

豊
か
さ
に
つ
な
が
る
産
業
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
芽
を
出
し
た
小
さ
な
命
が
、
や
が
て
枝
を
広
げ
大
き

な
木
と
な
る
よ
う
に
、
各
分
野
で
筑
西
市
の
産
業
を
支
え

て
い
る
方
々
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

芽
吹
き
、そ
し
て
大
樹
へ
と
。

コシヒカリ

県内有数の産地。筑西の豊かな
米文化の源ともなっている。

厳しい品質管理と伝統の栽培技
術による一級品。

甘さとシャリ感が、他産地のも
のとは一味違うと評判。

筑西のそばは、香り・風味が良
く、甘みが強いのが特徴。

銘柄産地の指定を受けており、
味と品質は折り紙付き。

下館地区市街地には、文人達に
愛された銘菓の老舗が数多い。

大玉で糖度が高く、美しいトマ
トとして人気が高い。

足にしっくりと馴染む履き心地
は、細やかな手仕事の賜。

梨 こだますいか

筑西産の米や芋を使用し、昔な
がらの製法で仕込んだ銘酒。

無添加の本醸造醤油は、味・香
りともに絶品。

筑西市で生産した原料を用い、
無添加で手造りした健康食品。

地酒 醤油 味噌

常陸秋そば

たっぷりの甘みと酸味が魅力。
12 月〜５月にかけて味わえる。

いちご

きゅうり

和菓子

トマト

桐下駄

特産品
筑波山の裾野に広がる広大な平野と、数本の一級河川を有する筑西市は、

豊かな大地と水に恵まれ、新鮮な味覚の宝庫です。関東屈指の米処として

コシヒカリを中心に栽培が行われている他、梨・こだますいか・常陸秋そば等、

多くの特産品があり、その品質はいずれも全国的に高い評価を得ています。

川
田
誠
一 

さ
ん

米
・
そ
ば
生
産
農
家

米
・
そ
ば
栽
培

梨
栽
培

日
本
各
地
に
フ
ァ
ン
の
い
る
米
、そ
ば
を
作
り
た
い
。

毎
年
心
待
ち
に
し
て
く
れ
てい
る
お
客
様
の
た
め
に
。

農 業
〔2〕

S
e

ii
c

h
i 

  
K

a
w

a
d

a

Y
o

sh
in

o
b

u
   K

ik
u

c
h

i

農 業
〔1〕

筑西の産業を支える人々
筑西の

産業を支える

人々

MEMO
品　　目：梨を中心に、米、生姜、野菜

を栽培
品　　種：幸水・豊水・あきづき・新高
面　　積：梨 130a・米 200a・
　　　　　生姜 10a

高い品質を追求しながら、ＰＲ活動にも
力を入れて、筑西の梨を広く知らせてい
きたい。

MEMO
品目：米、そば、小麦、大豆
品種：コシヒカリ・五百万石・常陸秋
　　　そば
面積：米2200a・そば2200a・
　　　大豆1700a・小麦3500a

藁、糠、鶏糞などの有機物を使い、安
心して食べられる農産物づくりをして
いる。

菊
池
良
信 

さ
ん

梨
生
産
農
家
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る
の
に
適
し
て
い
た
の
で
は
と
下
条
さ
ん
は

語
り
ま
す
。

　

生
産
者
と
し
て
気
を
つ
け
て
い
る
こ
と
は

「
安
心
・
安
全
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
消

費
者
を
裏
切
ら
ず
、
１
回
買
っ
た
方
が
、
ま

た
食
べ
た
い
」
と
思
っ
て
く
れ
る
こ
だ
ま
す

い
か
を
作
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

作
付
け
す
る
前
に
土
壌
の
検
査
を
し
て
、
土

極
め
る
プ
ロ
の
目
が
必
要
と
荘
さ
ん
。
そ
の

た
め
に
は
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
て
情
報
交
換

を
し
た
り
、
市
場
か
ら
情
報
を
得
た
り
、
人

と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、花か

き
の
出
荷
は
タ
イ
ミ
ン
グ
が
肝
心
。

バ
ラ
が
消
費
者
の
手
に
届
い
た
時
に
ち
ゃ
ん

と
花
が
咲
い
て
、
満
足
し
て
も
ら
え
る
バ
ラ

を
作
っ
て
い
き
た
い
と
荘
さ
ん
。

の
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
る
こ
と
や
、

有
機
質
の
肥
料
を
使
う
と
い
っ
た

「
土
づ
く
り
」
が
大
切
と
の
こ
と
。

そ
れ
ぞ
れ
の
農
家
が
同
じ
レ
ベ
ル

で
生
産
出
来
る
こ
と
も
重
要
で
、

Ｊ
Ａ
北
つ
く
ば
の
指
導
を
受
け
た

り
、
講
習
会
に
参
加
し
て
情
報
交

換
し
た
り
、
産
地
の
質
を
上
げ
る

努
力
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
消
費
を
伸
ば

す
工
夫
と
し
て
、
地
元
の
生
産
者
や
Ｊ
Ａ
北

つ
く
ば
、
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
な
ど
で

つ
く
る
「
こ
だ
ま
ス
イ
カ
産
地
活
性
化
検
討

委
員
会
」
の
女
性
の
み
な
さ
ん
が
中
心
と
な

り
、
す
い
か
シ
ャ
ー
ベ
ッ
ト
ア
イ
ス
を
作
り

販
売
し
た
と
こ
ろ
、
大
変
好
評
を
博
し
た
そ

う
で
す
。

Ｍ
Ｐ
Ｓ
認
証
と
は
？

　

Ｍ
Ｐ
Ｓ
（
花
き
産
業
総
合
認
証
）
と
は
、

環
境
や
品
質
及
び
社
会
的
責
任
な
ど
に
対
す

る
高
い
意
識
を
持
つ
花
き
生
産
者
の
姿
勢
や

取
り
組
み
を
評
価
す
る
認
証
シ
ス
テ
ム
で

す
。
花
き
生
産
者
に
よ
る
生
産
物
の
環
境
負

荷
低
減
、鮮
度
・
品
質
管
理
、生
産
か
ら
流
通
、

販
売
ま
で
の
過
程
を
明
確
に
す
る
こ
と
や
、

企
業
と
し
て
の
社
会
的
責
任
、
小

売
業
者
か
ら
の
要
求
事
項
等
に
対

応
し
た
認
証
で
す
。荘
花
園
で
は
、

全
て
の
認
証
を
取
得
し
、
そ
の
証

と
し
て
ロ
ゴ
マ
ー
ク
を
使
用
。
消

費
者
か
ら
ブ
ラ
ン
ド
と
し
て
認
知

さ
れ
、
絶
大
な
信
頼
を
獲
得
し
て

い
ま
す
。

最
初
は
色
が
黄
色
い
も
の
が
主
流
で
し
た
。

下
条
藤
夫
さ
ん
の
家
で
は
お
よ
そ
50
年
、
先

代
か
ら
受
け
継
い
だ
畑
で
こ
だ
ま
す
い
か
を

作
っ
て
い
ま
す
。
下
条
さ
ん
の
畑
が
あ
る
下

星
谷
地
区
は
、
筑
西
の
中
で
も
古
く
か
ら
の

生
産
地
。
日
照
時
間
が
長
く
、
土
壌
が
適
し

て
お
り
、
朝
夕
の
寒
暖
の
差
が
あ
る
な
ど
の

条
件
が
、
美
味
し
い
こ
だ
ま
す
い
か
を
育
て

し
た
い
と
、
茨
城
県
内
で
は
初
の
環
境
認
証

Ｍ
Ｐ
Ｓ
を
取
得
。
農
薬
の
削
減
は
残
留
農
薬

の
軽
減
に
、
肥
料
の
削
減
は
連
作
障
害
や
地

下
水
汚
染
の
軽
減
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

　

バ
ラ
に
も
流
行
が
あ
り
、
１
年
先
２
年
先

を
見
て
、
生
産
者
は
そ
の
時
代
に
求
め
ら
れ

る
バ
ラ
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
川

の
流
れ
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
時
代
を
見

筑
西
は
国
内
で
も
有
数
の
こ
だ
ま
す

い
か
の
産
地
で
、
県
の
銘
柄
産
地

指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。
シ
ャ
リ
質
が
強
く

糖
度
が
高
い
た
め
、
筑
西
の
す
い
か
は
一
味

違
う
と
消
費
者
に
も
好
評
で
す
。

　

冷
蔵
庫
に
も
ス
ッ
ポ
リ
入
る
大
き
さ
が
喜

ば
れ
、
消
費
量
を
伸
ば
し
て
き
た
こ
だ
ま
す

い
か
は
、昭
和
30
年
代
か
ら
栽
培
が
始
ま
り
、

カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
バ
ラ
に
転
作

し
26
年
、
家
族
で
力
を
合
わ
せ
て
、

１
４
０
０
坪
の
ハ
ウ
ス
に
約
15
品
種
の
バ
ラ

を
作
っ
て
い
る
荘
秀
夫
さ
ん
。
平
成
３
年
か

ら
は
水
耕
栽
培
を
始
め
、
連
作
障
害
も
な
く

通
年
を
通
し
て
バ
ラ
を
作
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
品
質
を
重
視

し
な
が
ら
も
、
環
境
に
優
し
い
バ
ラ
作
り
を

下
条
藤
夫 

さ
ん

こ
だ
ま
す
い
か
生
産
農
家

荘　
秀
夫 
さ
ん

バ
ラ
生
産
農
家

こ
だ
ま
す
い
か
栽
培

荘し
ょ
う

花は

な

園え
ん

（
バ
ラ
切
り
花
生
産
）

日
本
一
の
産
地
を
、こ
れ
か
ら
も
守
っ
て
い
き
た
い
。

今
、求
め
ら
れ
る
バ
ラ
を
作
り
た
い
。

農 業
〔4〕
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動
も
し
て
き
ま
し
た
。

　

市
町
村
合
併
に
よ
り
新

し
い
都
市
「
筑
西
市
」
が

誕
生
し
た
こ
と
で
、
関
さ

ん
は
「
地
域
格
差
が
拡
大

し
て
い
く
時
代
に
あ
っ
て
、

地
域
経
済
を
好
転
さ
せ
て

い
く
た
め
に
は
、
大
き
な

ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
て
、
常
に
変
革
を
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
商
工

会
議
所
も
広
く
考
え
れ
ば
、
福
祉
・
教
育
と

い
っ
た
分
野
に
も
配
慮
す
る
必
要
が
出
て
く

る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
生
活
し
や
す
い
、
買

い
物
し
や
す
い
地
域
を
作
る
な
ど
、
お
客
様

の
ニ
ー
ズ
を
中
心
に
考
え
た
住
み
や
す
い
ま

ち
づ
く
り
を
心
が
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
」

と
力
説
し
ま
す
。
下
館
駅
北
側
は
、
稲
荷
町

線
の
道
路
拡
幅
事
業
や
シ
ビ
ッ
ク
コ
ア
地
区

（
ア
ル
テ
リ
オ
、
国
の
合
同
庁
舎
）
事
業
が

完
成
し
、
き
れ
い
に
街
並
み
が
整
備
さ
れ
ま

し
た
。「
中
心
市
街
地
に
ふ
さ
わ
し
い
、
地

域
住
民
が
生
活
し
や
す
い
、
や
さ
し
い
商
店

街
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
商
店
街
は
団
体
競

技
で
あ
り
、
協
力
し
合
わ
な
い
と
進
展
は
な

い
ん
で
す
。
商
工
会
議
所
は
引
き
続
き
連
携

し
な
が
ら
よ
り
良
い
商
店
街
創
り
を
支
援
し

て
い
き
ま
す
」。

　

ま
た
、
経
営
相
談
・
融
資
相
談
・
税
務
相

談
な
ど
の
窓
口
と
な
っ
て
、
地
域
の
商
工
業

を
支
援
し
て
い
く
こ
と
も
商
工
会
議
所
の
大

切
な
役
目
で
す
。「
難
し
い
こ
う
い
う
時
こ

そ
存
分
に
我
々
の
力
を
発
揮
す
べ
き
だ
と
思

う
ん
で
す
。
商
工
会
議
所
は
地
域
経
済
の
担

い
手
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
、
こ
れ

か
ら
の
地
域
の
発
展
の
た
め
に
、
地
域
の
皆

様
と
共
に
歩
ん
で
い
き
た
い
で
す
ね
」
と
関

さ
ん
。

下
館
商
工
会
議
所
は
昭
和
30
年
に
創
立

し
、
以
来
、
地
域
の
総
合
経
済
団
体

と
し
て
、
地
元
商
工
業
の
振
興
と
地
域
発
展

の
た
め
、
地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
を
続
け
て

き
ま
し
た
。
現
会
頭
の
関
正
夫
さ
ん
は
昭
和

50
年
に
会
頭
に
就
任
し
ま
し
た
。
折
し
も
高

度
経
済
成
長
の
ま
っ
只
中
。
激
変
す
る
環
境

に
応
じ
て
地
域
商
工
業
の
近
代
化
が
求
め
ら

れ
た
時
代
で
し
た
。
そ
の
後
、
大
型
店
の
進

出
が
相
次
ぎ
、
地
元
商
店
街
に
深
刻
な
影
響

を
与
え
た
時
も
あ
り
ま
し
た
が
、
商
工
業
者

の
要
望
に
応
じ
る
べ
く
、
各
種
の
事
業
に
努

力
を
重
ね
、
行
政
へ
ま
ち
づ
く
り
の
提
言
活

地
域
に
夢
を！
企
業
に
繁
栄
を！

地
域
の
皆
様
と
共
に
歩
ん
で
い
き
た
い
。 関　

正
夫 

さ
ん

下
館
商
工
会
議
所
会
頭
・
関
彰
商
事（
株
）会
長

下
館
商
工
会
議
所

商 業

PROFILE
昭和８年２月生まれ。昭和
39 年、関彰商事株式会社の
代表取締役社長に就任、同社
を北関東有数の総合商社に育
て上げる。平成５年より同社
会長。石油製品の販売を中
心に、住宅関連、自動車関
連、ＩＴ関連など、地域に根
ざした様々な事業を展開して
いる。全国石油商業組合連合
会会長、茨城県社会福祉協議
会会長、茨城県経営者協会会
長などの公職にも従事。平成
10 年に旭日重光章を受章。

M
a

sa
o

   S
e

k
i

「商工まつり」につめかけた観客。

「商工まつり」など、数々のイベントを通じて、
地域の活性化を図っている。

筑西の産業を支える人々

MEMO
荘花園（しょうはなえん）

品　　目：バラ切り花生産
栽培方法：アーチング栽培（水耕栽培）
面　　積：約 47a
所　　属：ＪＡ北つくば花き部会

環境に配慮したバラの栽培で安定供給を
図っている。

MEMO
品　　目：こだますいか
品　　種：サマーキッズを中心に、ひと

りじめ７、愛娘などを栽培
面　　積：50m ハウス 24 本
交配時期：１月下旬から３月頃
出荷時期：５月より

天候に気を配り、消費者を裏切らないよ
うに味を吟味しながら栽培している。

JR 水戸線下館駅北口スピカビルからの眺望。
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か
さ
を
育
む
産
業
と
観
光
の
ま
ち
づ
く
り
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三代目の猪ノ原武史さん（左）と、二代目の猪ノ
原昭廣さん。桐材の伐採、製材、輪積み乾燥、糸
鋸による組みはがし作業、鼻回し、ダボ入れ、穴
開け、艶出しミガキなどの工程を経て、鼻緒スゲ
作業で完成する。写真は手作業による仕上げ作業。

い
る
だ
け
で
は
駄
目
で

す
」
と
語
る
猪
ノ
原
さ
ん

が
作
る
の
は
、
伝
統
的
な

桐
下
駄
に
と
ど
ま
り
ま
せ

ん
。
現
代
の
カ
ジ
ュ
ア
ル

な
服
に
も
似
合
う
デ
ザ
イ

ン
の
も
の
や
、
ユ
ー
ザ
ー

の
健
康
を
考
え
て
機
能
性

を
高
め
た
も
の
な
ど
、
用
途
に
よ
っ
て
様
々

な
桐
下
駄
を
考
案
し
、商
品
化
し
て
い
ま
す
。

そ
の
反
響
は
大
き
く
、「
履
き
心
地
が
良
か
っ

た
」「
自
分
に
ぴ
っ
た
り
の
下
駄
が
見
つ
か
っ

た
」
と
全
国
か
ら
感
謝
の
言
葉
が
届
い
て
い

る
そ
う
で
す
。

　

最
近
で
は
、
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
い

山
ぶ
ど
う
の
つ
る
を
編
み
こ
ん
で
作
っ
た

桐
下
駄
が
好
評
と
の
こ
と
。「
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
下
駄
作
り
は
、
下
駄
の
観
点
か
ら
だ
け
で

は
限
界
が
あ
り
、
靴
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌

か
ら
研
究
し
た
り
、
足
に
馴
染
む
曲
線
を
追

求
し
た
り
と
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
作
っ
て

い
き
ま
す
。
作
っ
て
い
る
時
は
夢
中
で
す
ね

（
笑
）」。
そ
れ
で
も
、
納
得
の
い
か
な
い
場

合
も
あ
り
、
職
人
の
仕
事
に
こ
れ
で
終
わ
り

と
い
う
こ
と
は
な
い
、
い
つ
ま
で
も
向
上
心

を
持
ち
続
け
た
い
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

天
皇
皇
后
両
陛
下
が
茨
城
県
を
公
式
訪
問

さ
れ
た
際
に
は
皇
室
天
覧
品
と
し
て
真
竹
張

り
の
桐
下
駄
を
献
上
、
ま
た
「
茨
城
県
郷
土

工
芸
品
」
と
し
て
各
地
で
実
演
を
し
な
が
ら

普
及
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
「
筑
西
は
人
情
味
の
あ
る
所
。
の
ん
び
り

お
っ
と
り
し
て
い
る
の
が
良
い
の
で
し
ょ
う

ね
。
旅
行
が
て
ら
工
房
を
訪
ね
て
く
れ
る
お

客
さ
ま
も
い
る
ん
で
す
よ
」。
筑
西
の
特
産

品
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
長
く
桐
下
駄
を
作

り
続
け
た
い
と
猪
ノ
原
さ
ん
。

茨
城
県
が
桐
下
駄
の
産
地
日
本
一
と

い
う
こ
と
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

特
に
筑
西
市
を
は
じ
め
と
す
る
県
西
地
区

は
、
昔
か
ら
桐
下
駄
作
り
が
盛
ん
な
地
域
で

し
た
。

　

猪
ノ
原
桐
材
木
工
所
（
関
本
上
）
は
昭
和

26
年
に
創
業
、
桐
の
原
木
伐
採
か
ら
鼻
緒
す

げ
仕
上
げ
ま
で
、
全
工
程
を
自
社
で
取
り
扱

う
関
東
で
は
唯
一
の
木
工
所
で
す
。現
在
は
、

二
代
目
猪
ノ
原
昭
廣
さ
ん
と
、
息
子
さ
ん
で

三
代
目
の
猪
ノ
原
武
史
さ
ん
を
中
心
に
作
業

を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
伝
統
を
維
持
す
る
に
は
、
た
だ
守
っ
て

一
桐
入
魂
。

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
桐
下
駄
に
魂
を
込
め
て
作
り
続
け
た
い
。

猪
ノ
原
昭
廣 

さ
ん

桐
下
駄
職
人

猪
ノ
原
桐
材
木
工
所

工 芸

PROFILE
昭和 26 年創業。昭和 51 年
に和装履大手メーカーの修業
を終えて、家業を継ぐ。「明
治神宮大祭」に桐下駄を奉納
し「明治神宮献上品」として
感謝状を頂く。天皇皇后両陛
下が茨城県公式訪問の際は皇
室天覧品として桐下駄を出品
するなど、その品質は皇室か
らも認められている。「茨城
県郷土工芸品」（知事指定）
第 16 号に指定、知事より認
定証を受け取る。
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皇室天覧品として献上した、真竹張りの逸品。

希少山ぶどうのつるを編んだオリジナル。

フ
ァ
ナ
ッ
ク
株
式
会
社

れ
、
同
部
門
の
責
任
者
だ
っ
た
稲
葉
さ
ん
が

専
務
取
締
役
に
就
任
。
昭
和
50
年
に
は
代
表

取
締
役
社
長
に
就
任
し
、
産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト

と
Ｆ
Ａ
（
自
動
制
御
シ
ス
テ
ム
）
の
分
野
で

他
の
追
随
を
許
さ
な
い
世
界
ト
ッ
プ
メ
ー

カ
ー
と
し
て
の
地
位
を
築
き
上
げ
ま
し
た
。

　

同
社
の
筑
波
工
場
は
、
つ
く
ば
明
野
工
業

団
地
（
向
上
野
）
と
、
つ
く
ば
明
野
北
部
工

業
団
地
（
松
原
）
に
あ
り
、イ
メ
ー
ジ
カ
ラ
ー

で
あ
る
鮮
や
か
な
黄
色
の
建
物
は
、
豊
か
な

自
然
と
美
し
く
調
和
し
て
い
ま
す
。
工
場
内

で
は
、主
力
商
品
で
あ
る「
ロ
ボ
ド
リ
ル
」「
ロ

ボ
カ
ッ
ト
」
が
生
産
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
18
年
の
筑
西
市
文

化
祭
で
は
、
同
社
か
ら
視

覚
と
知
能
を
併
せ
持
ち
、

自
立
し
て
動
く
サ
ッ
カ
ー

ロ
ボ
ッ
ト
が
特
別
展
示
さ

れ
ま
し
た
。
サ
ッ
カ
ー

シ
ュ
ー
ズ
を
履
い
た
黄
色

い
ロ
ボ
ッ
ト
が
、
緑
の

フ
ィ
ー
ル
ド
に
置
か
れ
た
サ
ッ
カ
ー
ボ
ー
ル

を
自
分
の
目
で
確
か
め
、
鮮
や
か
な
イ
ン
サ

イ
ド
キ
ッ
ク
で
ゴ
ー
ル
を
決
め
る
や
、
そ
の

喜
び
を
ダ
ン
ス
で
表
現
。
最
先
端
の
技
術
を

間
近
で
見
た
子
ど
も
達
は
、
き
ら
き
ら
と
目

を
輝
か
せ
て
い
ま
し
た
。

　

稲
葉
さ
ん
は
「
筑
波
山
の
麓
、
豊
か
な
自

然
が
残
る
筑
西
の
地
か
ら
、
我
が
社
の
製
品

を
世
界
に
送
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、

そ
し
て
、
郷
里
筑
西
市
の
発
展
に
少
し
で
も

貢
献
で
き
る
こ
と
を
大
変
う
れ
し
く
思
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
も
、
も
の
作
り
と
い
う
道
を

変
わ
ら
ず
歩
み
な
が
ら
、
社
会
の
発
展
の
た

め
に
貢
献
し
て
い
き
た
い
」
と
コ
メ
ン
ト
を

寄
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト
メ
ー
カ
ー
と
し
て
、
世

界
一
の
シ
ェ
ア
を
誇
る
フ
ァ
ナ
ッ
ク（
株
）

の
相
談
役
名
誉
会
長
を
務
め
る
稲
葉
清
右
衛

門
さ
ん
は
、
筑
西
市
向
上
野
出
身
。
昭
和
21

年
に
東
京
帝
国
大
学
（
東
京
大
学
）
第
二
工

学
部
精
密
工
学
科
を
卒
業
後
、
富
士
通
株
式

会
社
に
入
社
し
ま
し
た
。
富
士
通
で
は
技
術

者
と
し
て
研
究
開
発
に
携
わ
り
、
民
間
で
は

日
本
初
の
Ｎ
Ｃ
（
数
値
制
御
方
式
）
工
作
機

械
を
開
発
。
昭
和
40
年
に
は
、
東
京
工
業
大

学
で
博
士
号
（
工
学
）
を
取
得
さ
れ
ま
し
た
。

　

昭
和
47
年
に
富
士
通（
株
）の
計
算
制
御
部

門
が
独
立
し
て
フ
ァ
ナ
ッ
ク（
株
）が
設
立
さ

筑
西
か
ら
世
界
へ
。

も
の
作
り
の
道
を
歩
み
、社
会
の
発
展
に
貢
献
し
た
い
。

稲
葉
清
右
衛
門 

さ
ん

フ
ァ
ナ
ッ
ク（
株
）相
談
役
名
誉
会
長

工 業

PROFILE
工学博士。大正 14 年 3 月
生まれ。昭和 21 年、東京大
学第二工学部精密工学科を卒
業。同年富士通信機製造（現
富士通）に入社。47 年、富
士通ファナック（現ファナッ
ク）設立と同時に同社専務に
就任。49 年副社長を経て、
50 年社長に就任。同社を世
界一の産業用ロボットメー
カーに育て上げた。平成 7
年同社会長に就任。同年勲二
等瑞宝章を受章。12 年より
現職。17 年筑西市名誉市民。

S
e

iu
e

m
o

n
  

 I
n

a
b

a

「欅の工場」と名付けられた平成元年操業開始の
ファナック株式会社筑波工場（つくば明野工業団
地）。平成 20 年に操業を開始した「曙杉の工場」（つ
くば明野北部工業団地）とともに、筑西市の産業
の振興に多大な貢献をしている。

「曙杉の工場」（つくば明野北部工業団地）。

筑西市文化祭で展示されたサッカーロボット。

筑西の産業を支える人々
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2
豊
か
さ
を
育
む
産
業
と
観
光
の
ま
ち
づ
く
り
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健
や
か
に
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り

3

家族みんなで楽しめる
リフレッシュスポットが

盛りだくさん。

仲間がいるから、続けられる。

User's Voice

斉藤安子 さん

　開館以来、毎日のように通ってい

ます。最初はダイエットが目的でト

レーニングを始めたのですが、５年

目くらいからマラソン大会に出場す

るようになり、今では頻繁にエント

リーしています。友達もたくさん出

来ましたし、毎日が充実しています。

相沢庄平 さん

　10 年程前に、ヒザを痛めた妻の付

き添いで歩行浴を始めたのがきっか

けで、今では私の方が熱心に通って

います。毎日２時間程、プールと温

泉を利用していますが、おかげで体

調も良好で助かっています。

Chapter

●リラックスルーム「森のおくりもの」
入浴や運動を楽しんだ後、リラックスチェアに座っ
てくつろげるスペースです。大画面の映像と音楽
を楽しむことができます。

●大広間「輪
わ

和
わ

話
わ

」
84畳の和室は、大勢で利用してものびのびでき
る広さ。入浴や運動のあとの休憩にどうぞ。

●コンディショニングルーム
専門のマッサージ師による癒しのひとときを提供
します。鍼灸治療、全身もみ、部分もみ、足底療
法が受けられます。

●売店「あけのアグリショップ」
食は健康の源。地元の新鮮野菜を豊富に取り揃え、
良心価格で販売しています。

■

療
養
温
泉
「
晴
明
の
湯
」■

　
「
あ
〜
極
楽
、
極
楽
」。
温
泉
に
浸
か
っ
た

瞬
間
の
、
身
体
が
ほ
ど
け
て
い
く
よ
う
な
開

放
感
は
格
別
で
す
。

　

地
下
１
５
０
０
ｍ
、
名
峰
筑
波
山
の
岩
盤

の
中
か
ら
湧
き
出
す
天
然
の
温
泉
を
利
用
し

た
療
養
温
泉
「
晴
明
の
湯
」。
無
色
透
明
・
無

臭
で
す
が
、
や
や
塩
味
が
あ
り
、
温
泉
基
準

の
７
倍
を
超
す
成
分
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

広
々
と
し
た
空
間
に
、
露
天
風
呂
、
内
風
呂
、

サ
ウ
ナ
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
ゆ
っ
た
り
と

入
浴
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
泉
質
】

ナ
ト
リ
ウ
ム
・
カ
ル
シ
ウ
ム
＿
塩
化
物
泉

【
効
能
】

〔
一
般
適
応
症
〕

神
経
痛
、
筋
肉
痛
、
関
節
炎
、
五
十
肩
、
運
動
麻
痺
、

関
節
の
こ
わ
ば
り
、
う
ち
み
、
く
じ
き
、
慢
性
消
化

器
病
、
痔
疾
、
冷
え
性
、
病
後
回
復
期
、
疲
労
回
復
、

健
康
増
進

〔
泉
質
適
応
症
〕

切
り
傷
、
火
傷
、
虚
弱
児
童
、
慢
性
婦
人

■

プ
ー
ル
エ
リ
ア
■

　

１
年
中
泳
げ
る
室
内
型
温
水
プ
ー
ル
で
す
。

幼
児
プ
ー
ル
、
20
m
プ
ー
ル
の
ほ
か
、
温
泉

を
利
用
し
た
バ
ー
デ
ゾ
ー
ン
を
備
え
て
お
り
、

運
動
浴
や
歩
行
浴
な
ど
水
中
で
の
機
能
回
復
訓

練
に
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
ま
た
、
子

ど
も
も
大
人
も
年
齢
を
超
え
て
一
緒
に
触
れ
合

え
る
交
流
の
場
で
も
あ
り
ま
す
。

■

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ル
ー
ム
■

　
様
々
な
運
動
器
具
を
用
い
、
筋
力
ア
ッ
プ
や

シ
ェ
イ
プ
ア
ッ
プ
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に

合
わ
せ
て
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
多
彩
な
レ
ッ
ス
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム

が
常
時
実
施
さ
れ
て
お
り
、
専
属
ト
レ
ー
ナ
ー

が
個
人
の
健
康
状
態
や
年
齢
・
体
力
に
あ
っ
た

最
適
な
運
動
を
指
導
し
て
い
ま
す
。

その他の施設

あけの元気館
住所／筑西市新井新田 48-1
問い合わせ／ 0296-52-7111

レッスンプログラム

　
あ
け
の
元
気
館
の
充
実
し

た
施
設
を
利
用
し
て
、
様
々

な
レ
ッ
ス
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
が

組
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
わ
や
か
ス
ト
レ
ッ
チ
、

エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
、
ヨ
ガ
、
ピ

ラ
テ
ィ
ス
、
温
泉
ス
ト
レ
ッ

チ
、
水
泳
教
室
な
ど
、
様
々

な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
用
意
。
健

康
に
な
り
た
い
、
シ
ェ
イ
プ

ア
ッ
プ
し
た
い
、
運
動
不
足

を
解
消
し
た
い
な
ど
、
目
的

に
合
っ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
選

べ
ま
す
。
同
じ
目
的
を
持
っ

た
仲
間
と
一
緒
に
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
す
る
こ
と
で
、
楽
し
く

続
け
る
事
が
で
き
ま
す
。

Chikusei
2010

筑
西
市
で
は
、
市
民
の
誰
も
が
安
心
し
て
健
や
か
な
生
活
が
で
き
る
よ
う
、

「
健
康
増
進
計
画
」
を
策
定
し
、市
民
の
健
康
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
少
子
高
齢
化
が
進
行
す
る
現
在
、
子
育
て
支
援
・
高
齢
者
福
祉
・

障
害
者
福
祉
の
重
要
性
は
日
々
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
筑
西
市
で
は
、
家
庭

や
地
域
、
行
政
が
一
体
と
な
っ
て
暮
ら
し
を
支
え
て
い
く
ま
ち
づ
く
り
を

目
指
し
、
福
祉
行
政
の
更
な
る
充
実
を
図
っ
て
い
ま
す
。

地下1500mから湧き出す温泉を利用した療養温泉「晴
せい

明
めい

の湯」、
温水プール、トレーニングルームなど、幼児から高齢者まで家族
揃って健康づくりができる設備が充実した「あけの元気館」は、
市民の皆さんの活力源として欠かせない存在となっています。

健康で活気あふれる未来へ。
市民の元気の源 —「あけの元気館」
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相
談
窓
口
で
悩
み
が
相
談
で
き
る
体
制
づ
く

り
、
必
要
に
応
じ
た
施
設
の
整
備
・
充
実
を

図
っ
て
い
ま
す
。

子
ど
も
福
祉
の
充
実

　

家
庭
児
童
相
談
室
の
充
実
と
と
も
に
、
児

童
相
談
所
等
関
係
機
関
と
の
連
携
の
も
と
、

悩
み
や
不
安
を
持
つ
子
ど
も
や
保
護
者
の
相

談
体
制
の
一
層
の
強
化
を
図
り
、
母
子
自
立

支
援
員
や
民
生
委
員
・
児
童
委
員
。
社
会
福

祉
協
議
会
と
の
連
携
に
よ
り
、
適
切
な
相
談

指
導
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
健
全
育
成
に
つ
い
て
は
、
地
域

ぐ
る
み
で
子
ど
も
を
守
り
、
健
や
か
に
育
む

環
境
の
整
備
を
し
、
増
加
傾
向
に
あ
る
ひ
と

り
親
世
帯
に
対
す
る
相
談
、
支
援
体
制
の
充

実
を
図
っ
て
い
ま
す
。

乳
ガ
ン
撲
滅
の
た
め
に

　

日
本
で
は
女
性
の
20
人
に
１
人
が
乳
ガ
ン

に
罹
る
と
言
わ
れ
、
死
亡
数
も
年
々
増
加
し

て
い
ま
す
。
早
期
発
見
に
努
め
れ
ば
治
る
可

能
性
の
高
い
病
気
で
す
が
、
日
本
で
は
乳
ガ

ン
に
対
す
る
関
心
や
知
識
が
低
く
、
自
覚
症

状
が
出
る
ま
で
診
療
を
受
け
ず
病
状
を
悪
化

さ
せ
て
し
ま
う
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

市
民
病
院
で
は
、
こ
の
現
状
の
打
開
策
と

し
て
、
女
性
放
射
線
技
師
に
よ
る
乳
ガ
ン
検

診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
乳
ガ
ン
検
診
学
会

で
「
有
効
な
検
診
方
法
」
と
認
め
ら
れ
て
い

る
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
デ
ジ
タ
ル
マ
ン
モ
グ
ラ

フ
ィ
と
、
乳
房
専
用
プ
ロ
ー
ブ
超
音
波
検
査

（
エ
コ
ー
）
な
ど
を
併
用
し
た
質
の
高
い
検

診
を
行
っ
て
い
ま
す
。

地
域
ぐ
る
み
で
子
育
て
を

　

子
育
て
環
境
を
整
備
す
る
た
め
に
、
地
域

ぐ
る
み
で
子
育
て
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
づ
く

り
を
進
め
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
保
育
所

（
園
）
に
お
け
る
地
域
活
動
や
、
母
親
ク
ラ

ブ
等
の
地
域
組
織
活
動
の
活
性
化
を
図
り
、

三
世
代
交
流
や
、
父
親
の
積
極
的
な
子
育
て

参
加
を
促
進
す
る
な
ど
の
取
り
組
み
を
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
核
家
族
化
の
進
行
、
働
く
女
性
の

増
加
な
ど
、
児
童
を
取
り
巻
く
環
境
が
変
化

し
、
ひ
と
り
親
世
帯
も
増
加
傾
向
に
あ
り
ま

す
。
多
様
化
す
る
保
育
需
要
に
対
応
す
る
た

め
、保
育
所
（
園
）
の
保
育
時
間
の
拡
大
や
、

乳
児
保
育
、
障
害
児
保
育
、
病
後
時
保
育
な

ど
の
取
り
組
み
、
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
の

筑
西
市
民
病
院
の
取
り
組
み

　

本
市
で
は
筑
西
市
民
病
院
を
中
心
と
し
て

地
域
医
療
の
充
実
、
救
急
医
療
体
制
の
整
備

等
を
進
め
て
い
ま
す
。
同
病
院
で
は
、
市
民

の
皆
さ
ん
の
意
見
を
聞
く
た
め
に
大
規
模
な

対
話
集
会
を
実
施
す
る
な
ど
し
て
、
市
民
一

人
ひ
と
り
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
き
め
細
か
な

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
し
、
市
民
誰
も
が
必
要

な
時
に
適
切
な
医
療
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
、

地
域
医
療
体
制
の
充
実
を
図
っ
て
い
ま
す
。

夜
間
休
日
一
次
救
急
診
療
所

　

内
科
・
小
児
科
に
関
し
て
「
夜
間
休
日
一

次
救
急
診
療
所
」
を
設
置
し
、
夜
間
や
休
日

に
も
救
急
患
者
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
ま
す
。

子
ど
も
は
家
庭
や
地
域
の
温
か
い
愛
情
に
包
ま
れ
、
健
全

に
育
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
本
市
で
は
「
次
世

代
育
成
支
援
行
動
計
画
」
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
施
設
の

適
切
な
配
置
や
地
域
環
境
の
充
実
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。

未
来
の
筑
西
市
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が
、
心
豊
か
で
健
や

か
に
育
つ
こ
と
が
出
来
る
よ
う
、
家
庭
や
地
域
、
学
校
、

保
健
施
設
、
行
政
な
ど
が
一
体
と
な
っ
て
子
育
て
を
支
援

す
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

高
齢
化
の
進
行
に
よ
り
、
寝
た
き
り
や
認
知
症
な
ど
継
続

的
に
医
療
や
介
護
が
必
要
な
高
齢
者
が
増
加
し
て
い
ま

す
。
加
え
て
、
核
家
族
世
帯
や
共
働
き
世
帯
が
増
加
し
、

家
庭
で
の
介
護
力
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て

い
ま
す
。
誰
も
が
家
庭
や
地
域
の
中
で
可
能
な
限
り
自
立

し
、
生
き
甲
斐
を
持
っ
て
生
活
を
送
る
為
に
は
、
保
健
・

医
療
・
福
祉
の
連
携
の
も
と
、
地
域
全
体
で
支
え
合
う
体

制
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

Subject: Subject:

子育て支援 医　療子育て支援対策・子ども福祉の充実 保健・医療・福祉の連携

（上）筑西市民病院の外観　（下）筑西市民病院の運営に関する対話集会の模様（上）リズム体操　（下）母親セミナー

Topic: 筑西市民病院の先端医療
●
マ
ル
チ
ス
ラ
イ
ス
Ｃ
Ｔ　

　

人
体
の
断
面
図
を
高
速
で
撮
影

す
る
こ
と
で
、
全
身
の
ど
の
部
分

も
撮
影
が
出
来
、
短
時
間
で
撮
影

す
る
の
で
、
息
を
止
め
る
時
間
が

短
く
な
り
ま
す
。
放
射
線
被
曝
量

が
低
減
さ
れ
、
緊
急
患
者
へ
の
迅

速
な
対
応
も
可
能
で
す
。

●
1.5
Ｔ 

Ｍ
Ｒ
Ｉ

　

Ｘ
線
を
使
用
せ
ず
人
体
の
色
々

な
断
面
を
撮
影
す
る
画
像
診
断
装

置
で
す
。
頭
か
ら
足
先
ま
で
全
身

の
様
々
な
部
位
の
検
査
が
で
き
、

病
気
の
広
が
り
や
程
度
の
判
定
に

も
有
用
で
す
。
被
曝
の
心
配
が
な

い
の
で
安
心
し
て
検
査
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

●
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ

　

乳
房
専
用
の
Ｘ
線
撮
影
装
置
を

使
っ
た
検
査
で
す
。
ア
ク
リ
ル
の

圧
迫
板
で
乳
房
を
片
方
づ
つ
挟
み
、

縦
横
の
２
方
向
か
ら
撮
影
し
ま
す
。

乳
ガ
ン
の
早
期
発
見
に
最
も
有
効

な
検
査
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

Topic: 筑西市はぐくみ医療費支給制度

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ

　

今
後
の
筑
西
市
の
発
展
の
た
め

に
、
避
け
て
通
れ
な
い
の
が
少
子

化
問
題
で
す
。
未
婚
化
・
晩
婚
化

の
進
展
に
加
え
、
結
婚
し
た
場
合

で
も
経
済
的
不
安
か
ら
出
産
を
控

え
る
ケ
ー
ス
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、

少
子
化
の
一
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
そ
の
よ
う
な
傾

向
を
緩
和
す
る
た
め
、
医
療
福
祉

費
支
給
制
度
（
マ
ル
福
制
度
）
を

受
け
ら
れ
な
い
小
学
校
入
学
前
の

子
ど
も
や
、
マ
ル
福
制
度
に
よ
り

助
成
対
象
疾
病
症
が
限
定
さ
れ
る

妊
産
婦
を
対
象
に
、
本
市
が
独
自

に
定
め
て
い
る
医
療
費
助
成
制
度

で
す
。

　

こ
の
制
度
の
実
施
に
よ
っ
て
育

児
に
関
わ
る
経
済
的
負
担
を
軽
減

し
、
安
心
し
て
出
産
出
来
る
環
境

づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
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今
後
も
、
市
民
・
地
域
や
関
係
機
関
が
連

携
し
、
年
齢
・
能
力
・
障
害
の
状
態
な
ど
障

害
者
一
人
ひ
と
り
の
状
況
に
合
わ
せ
た
き
め

細
か
な
教
育
・
療
育
・
自
立
支
援
等
の
施
策

を
展
開
し
て
い
き
ま
す
。

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
と
自
立
支
援

　

日
常
生
活
用
具
・
補
装
具
の
給
付
、
バ
リ

ア
フ
リ
ー
住
宅
へ
の
リ
フ
ォ
ー
ム
支
援
等
、

障
害
者
に
必
要
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
一
層
の

充
実
を
図
る
と
と
も
に
、、
地
域
自
立
支
援
協

議
会
を
中
心
に
相
談
支
援
事
業
等
の
総
合
的

な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
障
害
者
の
社
会
参
加
と
経
済
的
自

立
を
支
援
す
る
た
め
、
リ
ハ
ビ
リ
訓
練
等
の

充
実
、
支
援
団
体
の
育
成
、
交
流
イ
ベ
ン
ト

の
開
催
、雇
用
の
拡
大
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

地
域
支
援
と
在
宅
福
祉
の
充
実

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
、
高

齢
者
の
介
護
予
防
事
業
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
要
介
護
状
態
等
に
な
っ
て
も
住
み
慣
れ

た
地
域
で
自
立
し
た
日
常
生
活
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
、
総
合
相
談
事
業
等
の
地
域

支
援
事
業
の
充
実
を
図
り
、
在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
を
核
と
し
た
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
充
実
を
図
っ
て
い
ま
す
。

生
き
が
い
づ
く
り
の
推
進

　

ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
や
老

人
ク
ラ
ブ
を
通
し
た
高
齢
者
の
健
康
づ
く
り
・

生
き
が
い
づ
く
り
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
で
の
就
労
を
は
じ

め
と
す
る
社
会
参
画
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

障
害
者
を
支
援
す
る
体
制
づ
く
り

　

平
成
18
年
度
か
ら
身
体
・
知
的
・
精
神
の

障
害
別
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
一
元
化
し
た
障

害
者
自
立
支
援
法
が
施
行
さ
れ
、
障
害
者
を

取
り
巻
く
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
障
害
の
重
度
化
、
加
齢
、
重
複

化
が
懸
念
さ
れ
る
な
か
、
一
人
ひ
と
り
の
状

況
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
支
援
施
策
を
展
開

し
、
利
用
者
へ
の
適
切
な
情
報
提
供
や
サ
ー

ビ
ス
と
負
担
の
あ
り
方
に
つ
い
て
改
め
て
検

討
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
平
成
12
年
に
心
身
障
害
者
福

祉
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
、
障
害
を
持
つ
方
々

を
地
域
で
支
え
る
体
制
づ
く
り
を
進
め
る
と

と
も
に
、
公
共
施
設
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を

推
進
し
て
き
ま
し
た
。

高
齢
者
福
祉
の
充
実

　

本
市
で
は
、
高
齢
者
の
生
活
を
社
会
全
体

で
支
え
る
し
く
み
と
し
て
、「
老
人
保
健
福

祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
」
を
策
定
し
、

要
支
援
高
齢
者
等
を
対
象
と
す
る
新
予
防
給

付
の
創
設
、
認
知
症
高
齢
者
に
対
す
る
施
策

の
強
化
、
ひ
と
り
暮
ら
し
世
帯
や
夫
婦
の
み

の
世
帯
へ
の
支
援
体
制
の
整
備
を
進
め
て
い

ま
す
。

　

今
後
と
も
、
高
齢
者
が
地
域
で
安
心
し
て

暮
ら
し
て
い
け
る
福
祉
の
充
実
を
図
る
と
と

も
に
、
積
極
的
に
社
会
参
加
で
き
る
環
境
を

整
え
、
長
年
に
わ
た
り
培
っ
て
き
た
知
識
や

経
験
を
活
か
し
な
が
ら
、
社
会
の
一
員
と
し

て
生
き
が
い
を
も
っ
て
活
躍
で
き
る
地
域
社

会
を
実
現
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

障
害
者
の
方
々
が
積
極
的
に
社
会
に
参
画
し
、
住
み
な
れ

た
地
域
の
一
員
と
し
て
自
立
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
、
一
人
ひ
と
り
の
状
況
に
応
じ
た
き
め
細
か
い

支
援
を
提
供
で
き
る
体
制
の
整
備
・
充
実
を
図
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
中
心
と
し
て

障
害
を
持
つ
人
を
地
域
で
支
え
て
い
く
体
制
づ
く
り
を
進

め
る
と
と
も
に
、
公
共
施
設
等
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
の
推

進
や
、
就
労
機
会
の
拡
大
に
努
め
て
い
ま
す
。

全
国
的
な
高
齢
化
の
進
行
は
、
本
市
に
お
い
て
も
例
外
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
老
年
人
口
（
65
歳
以
上
）
が
総
人
口
の

２
割
を
超
え
、
老
人
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
が
ま
す
ま
す

重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
本
市
で
は
、
様
々
な
事

業
に
よ
り
高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
と
健
康
づ
く
り
を

支
援
す
る
こ
と
で
、
生
活
の
質
の
向
上
・
介
護
予
防
に
取

り
組
み
、
高
齢
者
が
住
み
な
れ
た
地
域
で
健
康
に
い
き
い

き
と
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

Subject: Subject:

障害者福祉 高齢者福祉障害者の自立を支援する体制づくり 高齢者が安心して暮らせる福祉の充実

（上）シルバー人材センターでの就労　（下）新型特別養護老人ホーム「恒幸園」（上）筑西市役所の玄関前に設置されているスロープ　（下）明野いきがいセンターでの
就労風景

　
「
恒
幸
園
」（
向
川
澄
）
は
、
茨

城
県
内
第
１
号
と
な
る
新
型
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
と
し
て
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

新
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
と

は
、
厚
生
労
働
省
が
定
め
た
も
の

で
、
全
室
が
個
室
に
な
っ
て
い
る

の
が
大
き
な
特
徴
で
す
。
さ
ら
に
、

10
人
以
内
の
グ
ル
ー
プ
毎
に
リ
ビ

ン
グ
や
食
堂
、
談
話
室
を
用
意
す

る
「
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
」
に
よ
り
、

利
用
者
同
士
が“
な
じ
み
の
関
係
”

を
作
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
に

な
っ
て
い
ま
す
。
従
来
型
に
比
べ

て
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保

護
さ
れ
な
が
ら
、
快
適
に
家
庭
的

な
雰
囲
気
の
中
で
生
活
を
送
る
こ

と
が
で
き
る
施
設
で
す
。

恒
幸
園
の
外
観

稲
見
暁
海
さ
ん

　

パ
ピ
ー
ウ
ォ
ー
カ
ー
と
は
、
将

来
盲
導
犬
に
な
る
子
犬
を
約

10 
か

月
間
、
家
族
の
一
員
と
し
て
育
て

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
す
。
稲
見
さ

ん
は
、
小
犬
の
か
わ
い
ら
し
さ
に

惹
か
れ
て
最
初
の
一
頭
を
預
か
っ

て
以
来
、
約
25
年
続
け
て
お
り
、

最
近
は
親
犬
を
預
か
っ
て
の
繁
殖

に
も
成
功
し
ま
し
た
。

　
「
慣
れ
な
い
う
ち
は
家
の
中
の
物

を
囓
ら
れ
て
し
ま
っ
た
り
し
ま
し

た
け
ど
、
苦
労
と
い
っ
て
も
そ
れ

く
ら
い
で
、
楽
し
い
思
い
出
の
方

が
多
い
で
す
ね
。
こ
の
活
動
を
通

し
て
仲
間
も
増
え
ま
し
た
。」
と
稲

見
さ
ん
。
盲
導
犬
を
育
て
る
に
は
、

小
犬
の
う
ち
か
ら
人
と
ふ
れ
あ
う

機
会
を
多
く
し
て
、
そ
の
楽
し
さ

を
教
え
る
事
が
大
切
だ
そ
う
で
す
。

　
「
盲
導
犬
ユ
ー
ザ
ー
は
、
人
生
を

楽
し
む
事
に
積
極
的
な
方
が
多
い

ん
で
す
。
百
キ
ロ
マ
ラ
ソ
ン
を
走
っ

た
り
、
海
外
旅
行
に
行
っ
た
り
。

少
し
で
も
そ
の
お
役
に
立
て
て
い

る
と
思
う
と
嬉
し
い
で
す
ね
。」

Topic: 新型特別養護老人ホーム県内第１号  「恒幸園」Topic: 盲導犬のパピーウォーカー　稲見暁
あ け み

海 さん
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Subject:

Facilities:

生涯学習・生涯スポーツ
生活の質的向上を支援する体制づくり

毎日をいきいきと楽しむために＿＿

生きがいづくり・健康づくりで人生を豊かに。

美
し
く
輝
く
バ
ラ
と
共
に
、

活
き
活
き
と
し
た
時
間
を
過
ご
し
た
い
。

Topic: 園芸家・「花あそび」主催 　小林幸子 さん

い
き
い
き
と
伸
び
や
か
に
育
つ

　
　
　
　
　
　
　
人
と
文
化
の
ま
ち
づ
く
り

4
Chapter

Chikusei
2010

現
代
の
成
熟
し
た
社
会
に
お
い
て
は
、
物
質
的
な
豊
か
さ
だ
け
で
な
く
、

精
神
面
を
含
め
た
生
活
全
体
の
質
の
向
上
と
自
己
実
現
が
求
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
筑
西
市
で
は
、
市
民
の
誰
も
が
生
涯
を
通
じ
て
学
び
、
交
流
し
、

ス
ポ
ー
ツ
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
楽
し
め
る
環
境
づ
く
り
を
推
進
す
る

と
と
も
に
、
歴
史
・
伝
統
文
化
の
保
全
・
継
承
・
活
用
に
も
力
を
注
ぎ
、

地
域
に
根
ざ
し
た
文
化
・
芸
術
の
振
興
に
努
め
て
い
ま
す
。

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

　

社
会
構
造
の
変
化
に
よ
る
余
暇
時
間
の
増

加
、
生
活
水
準
の
上
昇
に
と
も
な
い
、
市
民

の
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
対
す

る
ニ
ー
ズ
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
運
動
不
足
に
陥
り
が
ち
な
現
代
の
生

活
ス
タ
イ
ル
に
お
い
て
は
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通

し
て
体
力
向
上
や
健
康
維
持
を
図
る
こ
と
が

重
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
、

市
民
が
気
軽
に
健
康
・
体
力
づ
く
り
が
で
き

る
よ
う
、
体
育
館
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン

タ
ー
・
武
道
館
・
運
動
場
と
い
っ
た
各
種
体

育
施
設
の
整
備
や
、
ス
ポ
ー
ツ
団
体
な
ど
の

育
成
・
支
援
を
進
め
て
い
ま
す
。

生
涯
学
習
の
充
実

　

本
市
で
は
、
生
き
が
い
づ
く
り
や
ス
キ
ル

ア
ッ
プ
と
い
っ
た
市
民
の
学
習
意
欲
に
応
え

ら
れ
る
よ
う
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
、
し
も

だ
て
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
、
各
地
区
の
公
民

館
・
図
書
館
・
美
術
館
な
ど
、
拠
点
と
な
る

施
設
や
環
境
の
充
実
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
れ
ら
を
利
用
し
た
各
種
講
座
を

開
催
し
、
市
民
だ
れ
も
が
、
い
つ
で
も
、
ど

こ
で
も
い
き
い
き
と
学
べ
る
多
様
な
学
習
機

会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
生
涯
学
習
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
や
「
ち
く
せ
い
市
民
講
師
」
と
い
っ

た
指
導
者
の
育
成
に
努
め
、
学
習
活
動
で

培
っ
た
成
果
や
能
力
を
地
域
社
会
の
中
で
活

か
せ
る
場
や
機
会
を
作
っ
て
い
ま
す
。

（上）味噌づくり講座　（下）メタボ予防教室でのディスカッション

筑西市立中央図書館

生涯学習センター（ペアーノ）明野公民館（イル・ブリランテ）

ち
く
せ
い
マ
ラ
ソ
ン
大
会

で
は
大
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
、
各
方
面
か
ら

高
い
評
価
を
得
て
い
ま
す
。
新
種
の
バ
ラ
づ

く
り
に
も
熱
心
で
、
２
０
０
６
年
に
は
ミ
ニ

チ
ュ
ア
ロ
ー
ズ
科
の
「
波
山
の
里
」
を
作
り

出
し
ま
し
た
。
ま
た
、
老
人
ホ
ー
ム
で
フ
ラ

ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
を
教
え
た
り
、
ア
レ
ン
ジ
メ

ン
ト
教
室
「
花
あ
そ
び
」
を
主
催
し
て
、
た

く
さ
ん
の
人
に
バ
ラ
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
活

動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

数
年
前
か
ら
、
生
花
の
な
い
時
期

に
も
バ
ラ
を
楽
し
も
う
と
、
自
分
が

育
て
た
バ
ラ
で
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ

ラ
ワ
ー
を
作
り
始
め
ま
し
た
。
小
林

さ
ん
が
育
て
て
い
る
イ
ン
グ
リ
ッ

シ
ュ
ロ
ー
ズ
や
大
輪
の
バ
ラ
を
プ

リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー
に
す
る
た

め
、
１
年
以
上
の
試
行
錯
誤
を
重
ね

た
と
の
こ
と
。
一
枚
一
枚
の
花
び
ら
が
繊
細

で
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
あ
る
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ

ロ
ー
ズ
を
使
う
こ
と
で
、
作
品
に
「
花
の
風

が
通
る
」
の
だ
そ
う
で
す
。

　

育
て
た
バ
ラ
を
プ
リ
ザ
ー
ブ
ド
フ
ラ
ワ
ー

に
加
工
し
、
ア
レ
ン
ジ
し
、
そ
れ
を
写
真
に

収
め
る
。
バ
ラ
を
幾
通
り
に
も
楽
し
ん
で
い

る
小
林
さ
ん
は
「
私
に
出
来
る
こ
と
は
バ
ラ

し
か
な
い
か
ら
」
と
笑
い
ま
す
。「
い
つ
ま

で
も
、
少
し
ず
つ
で
も
い
い
か
ら
前
進
し
て

い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
充
実
し
た
人
生

を
送
る
た
め
に
も
、
向
上
心
を
持
ち
続
け
て

い
き
た
い
で
す
ね
」
と
小
林
さ
ん
。

　

バ
ラ
を
使
っ
た
ま
ち
お
こ
し
と
し
て
、
バ

ラ
の
絵
や
写
真
、
手
芸
作
品
、
園
芸
作
品
な

ど
を
発
表
す
る
展
覧
会
が
出
来
た
ら
面
白
い

の
で
は
と
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

　
「
バ
ラ
を
育
て
る
時
に
大
切
な
の

は
、
い
つ
も
目
を
向
け
て
あ
げ
る
こ

と
。
そ
っ
と
見
守
っ
て
あ
げ
て
、
手

を
差
し
の
べ
て
あ
げ
る
。
そ
う
す
る

と
、
花
が
話
し
か
け
て
く
れ
る
ん
で
す
。
手

を
か
け
れ
ば
、
か
け
た
だ
け
応
え
て
く
れ
ま

す
。
子
育
て
と
一
緒
で
す
よ
ね
」
と
語
る

の
は
、
バ
ラ
栽
培
歴
約
35
年
の
小
林
幸
子
さ

ん
。
小
林
さ
ん
は
、
市
場
で
は
入
手
困
難
な

イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
ロ
ー
ズ
な
ど
約
６
０
０
種

８
０
０
本
を
栽
培
し
、
埼
玉
県
で
開
催
さ
れ

る
「
国
際
バ
ラ
と
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
シ
ョ
ウ
」

バ
ラ
の
花
は
一
輪
ず
つ
個
性
が
あ
り
、
一
日
の
う
ち

で
も
違
っ
た
表
情
を
見
せ
て
く
れ
ま
す
。
咲
い
た
瞬

間
に
ふ
わ
っ
と
香
り
を
放
ち
、
つ
か
の
間
美
し
く
輝

い
て
儚
く
散
っ
て
し
ま
う
。花
の
命
は
短
い
で
す
が
、

だ
か
ら
こ
そ
魅
力
的
だ
と
も
言
え
る
の
で
す
。

生涯学習　施設紹介

（上）イングリッシュローズ　（中）ミニチュアローズ「波山の里」
（下）プリザーブドフラワー
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文
化
・
芸
術
の
振
興

　

本
市
で
は
、
県
内
初
の
市
立
美
術
館
を
開

館
し
、
本
市
が
誇
る
芸
術
や
郷
土
ゆ
か
り
の

作
家
の
展
覧
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
文
化
・

芸
術
に
親
し
め
る
場
の
提
供
に
努
め
て
い
ま

す
。
ま
た
、
地
域
で
の
文
化
・
芸
術
活
動
の

拠
点
づ
く
り
や
、
市
民
の
自
主
的
な
文
化
活

動
の
支
援
、
各
種
団
体
・
サ
ー
ク
ル
の
育
成

な
ど
を
通
し
て
、
魅
力
あ
る
文
化
・
芸
術
の

ま
ち
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
美
術
館
を
拠
点
に
、
文
化
勲
章

受
章
者
で
あ
る
板
谷
波
山
・
森
田
茂
の
顕
彰

を
は
じ
め
、
筑
西
市
の
文
化
を
広
く
全
国
に

発
信
す
る
と
と
も
に
、
芸
術
祭
や
文
化
祭
、

薪
能
の
開
催
な
ど
、
新
た
な
市
民
文
化
を
育

む
文
化
事
業
の
充
実
に
努
め
て
い
き
ま
す
。

地
域
と
の
連
携
を
よ
り
密
に
し
な
が
ら
、
教

育
課
程
の
編
成
や
運
営
方
針
、
保
育
内
容
、

施
設
の
設
備
な
ど
の
充
実
を
推
進
し
ま
す
。

そ
し
て
、
幼
児
一
人
ひ
と
り
の
興
味
・
関
心

や
生
活
環
境
を
理
解
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達

段
階
に
応
じ
た
幼
児
教
育
を
進
め
て
い
き

ま
す
。

学
校
教
育
の
充
実

　

本
市
で
は
、
自
ら
考
え
、
主
体
的
に
判
断

し
行
動
で
き
る
児
童
生
徒
の
育
成
の
た
め

に
、
創
意
と
活
力
に
満
ち
た
特
色
あ
る
学
校

づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

地
域
の
歴
史
、
文
化
、
伝
統
を
活
か
し
つ

つ
、教
育
環
境
の
整
備
や
教
育
内
容
の
充
実
、

様
々
な
研
修
等
に
よ
る
教
職
員
の
資
質
向
上

に
努
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
不
登
校
や
い
じ

め
な
ど
の
早
期
発
見
・
未
然
防
止
の
た
め
、

生
活
指
導
員
や
心
の
教
室
相
談
員
、
相
談
機

関
等
と
の
連
携
の
も
と
、
相
談
・
指
導
の
充

実
に
よ
る
き
め
細
か
な
生
徒
指
導
の
推
進
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

今
後
と
も
、
学
校
・
家
庭
・
地
域
及
び
関

係
機
関
相
互
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
信
頼

と
活
力
に
満
ち
た
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
に

取
り
組
む
と
と
も
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

や
自
然
体
験
、
社
会
体
験
な
ど
様
々
な
活
動

の
場
や
機
会
を
提
供
し
、
児
童
生
徒
の
「
生

き
る
力
」
の
育
成
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
学
校
給
食
に
お
い
て
は
、
新
鮮
で

安
全
な
地
元
農
産
物
や
旬
の
食
材
を
活
用
し

献
立
を
工
夫
す
る
こ
と
で
、
児
童
生
徒
の
心

身
の
健
康
の
基
本
と
な
る
「
食
育
（
食
生
活

に
関
す
る
様
々
な
教
育
）」
を
推
進
す
る
と

と
も
に
、
衛
生
管
理
に
よ
る
安
全
性
確
保
と

運
営
の
合
理
化
に
努
め
て
い
ま
す
。

歴
史
・
伝
統
文
化
の
保
全
・
継
承
・
活
用

　

本
市
で
は
、
先
人
た
ち
の
豊
か
な
歴
史
の

営
み
を
背
景
に
、
多
く
の
文
化
遺
産
や
伝
統

文
化
が
生
ま
れ
、
継
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
有
形
・
無
形
文
化
財
や

埋
蔵
文
化
財
、
民
俗
文
化
財
な
ど
の
保
存
・

伝
承
は
、
近
年
の
め
ま
ぐ
る
し
い
開
発
や
生

活
様
式
の
変
化
を
受
け
、
後
継
者
の
不
足
な

ど
の
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
伝

統
芸
能
や
伝
統
的
技
術
は
、
郷
土
の
誇
り
と

し
て
地
域
社
会
の
つ
な
が
り
を
深
め
、
愛
着

を
育
む
大
切
な
資
産
で
あ
り
、
地
域
の
協
力

の
も
と
、
適
切
に
保
存
・
継
承
さ
れ
て
い
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。
今
後
も
文
化
遺
産
の
調

査
・
研
究
・
保
護
を
行
い
、
関
係
機
関
と
の

組
織
体
制
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

幼
児
教
育
の
充
実

　

幼
児
期
は
、
生
涯
に
わ
た
る
人
間
形
成
の

基
礎
が
培
わ
れ
る
き
わ
め
て
重
要
な
時
期
で

す
。
し
か
し
、
近
年
の
出
生
率
の
低
下
に
伴

う
少
子
化
や
、
核
家
族
化
の
進
行
と
い
っ
た

環
境
の
変
化
に
よ
っ
て
、
幼
児
期
に
お
け
る

集
団
遊
び
や
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
な
ど
の
減

少
や
、
家
庭
・
地
域
に
お
け
る
教
育
力
の
低

下
な
ど
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
市
で
は
、
市
民
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
幼

稚
園
教
育
の
充
実
や
施
設
の
整
備
充
実
を

図
っ
て
お
り
、
保
護
者
の
生
活
の
多
様
化
に

対
応
し
て
明
野
幼
稚
園
及
び
私
立
幼
稚
園
全

園
で
の
預
か
り
保
育
を
実
施
す
る
な
ど
、
保

育
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
公
立
・
私
立
幼
稚
園
、
保
育
所

（
園
）
の
相
互
補
完
に
努
め
、小
学
校
、家
庭
、

本
市
で
は
、
豊
か
な
自
然
と
恵
ま
れ
た
環
境
の
も
と
、
数
々

の
文
化
遺
産
と
伝
統
文
化
が
継
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま

た
、
多
く
の
芸
術
家
や
文
化
人
を
輩
出
し
て
き
た
高
い
文

化
的
環
境
を
有
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お

い
て
も
特
性
に
応
じ
た
文
化
・
芸
術
が
育
ま
れ
、
今
日
の

ま
ち
づ
く
り
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
ま
す
。
本
市
で
は
、

こ
う
し
た
風
土
を
活
か
し
て
、
歴
史
・
伝
統
文
化
の
保
全
・

継
承
・
活
用
と
、
文
化
・
芸
術
の
振
興
に
努
め
て
い
ま
す
。

近
年
、
少
子
化
・
情
報
化
・
国
際
化
と
い
っ
た
要
因
に
よ
り
、

子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
社
会
構
造
や
生
活
環
境
が
急
激

に
変
化
し
、
多
様
化
し
て
い
ま
す
。
本
市
で
は
、
保
育
施

設
や
学
校
で
の
幼
児
・
学
校
教
育
の
充
実
を
図
り
な
が
ら
、

家
庭
や
地
域
と
の
連
携
の
も
と
、
子
ど
も
一
人
ひ
と
り
の

個
性
や
環
境
に
応
じ
た
教
育
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
ま

た
、
様
々
な
経
験
の
機
会
を
提
供
し
、
心
豊
か
で
た
く
ま

し
く
生
き
る
児
童
生
徒
の
育
成
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

Subject: Subject:

地域文化振興 幼児・学校教育地域の文化を守り育む体制づくり 子どもの能力を伸ばす教育の充実

（上）筑西市小学校陸上記録会　（中）平成 21 年に竣工した市立明野中学校校舎
（下）新鮮な地元の農産物を活用した学校給食（写真は明野中学校での様子）

（上）明野薪能の公演に合わせて開催された市民参加のワークショップ　（下）しもだて
美術館での森田茂作品の展示

　

劇
団
明
野
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
は
、
平

成
12
年
に
旧
明
野
町
の
住
民
参
加

型
文
化
事
業
と
し
て
結
成
さ
れ
ま

し
た
。
県
内
の
ア
マ
チ
ュ
ア
劇
団
で

は
唯
一
、
数
々
の
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
上
演
し
て
い
る

劇
団
で
す
。

　

現
在
の
団
員
は
30
名
ほ
ど
。
10
代

か
ら
60
代
ま
で
の
幅
広
い
年
齢
層

が
集
い
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
社
会
人

で
す
。
歌
や
ダ
ン
ス
の
プ
ロ
に
指
導

を
受
け
な
が
ら
、
平
日
の
夜
や
休
日

に
稽
古
を
積
ん
で
、
年
一
回
の
公
演

を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
番
外
公

演
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
も
行

い
、
活
動
の
幅
を
広
げ
て
い
ま
す
。

　

活
動
の
目
標
は
、
筑
西
の
地
に
舞

台
芸
術
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
を
根
付
か

せ
る
こ
と
。
お
客
様
に
舞
台
を
身
近

に
感
じ
て
い
た
だ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の

日
常
へ
の
活
力
に
し
て
ほ
し
い
。
そ

れ
が
団
員
の
皆
さ
ん
の
願
い
で
す
。

Topic: 劇団明野ミュージカル

中央図書館での読み聞かせ小栗内外大神宮太々神楽

明
野
公
民
館
で
の
10
周
年
公
演
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施
せ む い ざ ん え ん め い じ

無畏山延命寺観音寺の本尊。鎌倉時代の作で、別名延

命観音ともいわれています。

大正 11 年（1922）4 月 13 日国宝に指定され、昭和

25年（1950）8月重要文化財に指定、昭和37年（1962）

京都国宝美術修理所において補修されました。

国指定重要文化財（彫刻）
指定年月日：大正 11 年 4 月 13 日
所　在　地：中舘地内
時代・時期：鎌倉時代

木
もく

造
ぞう

観
かんぜおんぼさつりゅうぞう

世音菩薩立像

内宮・外宮の両本殿は、玉垣内に二棟が

東西に棟を並べ、内宮に天
あまてらすおおみかみ

照大神、外宮

に豊
とようけのおおみかみ

受大神と国
くにとこたちのみこと

常立尊を祀るという特異

な社殿配置をしています。

御遷殿は、「遷
うつしのみや

宮」とも呼ばれ、神社の

神事に重要な役目を担ってきました。

国指定重要文化財（建造物）
指定年月日：平成 21 年 12 月 8 日
所　在　地：小栗地内
時代・時期：両本殿　江戸時代
　　　　　　御遷殿　室町時代

内
ないげだいじんぐう

外大神宮
内
ないぐうほんでん

宮本殿・外
げぐうほんでん

宮本殿・御
ごせんでん

遷殿

国指定文化財（史跡）
指定年月日：昭和９年５月１日
所　在　地：関舘地内
時代・時期：鎌倉～南北朝時代

関
せきじょうあと

城跡 ※２

国指定文化財（史跡）
指定年月日：昭和43年５月20日
所　在　地：古郡地内
時代・時期：奈良時代

新
にいはりぐんがあと

治郡衙跡 ※２

国指定文化財（史跡）
指定年月日：昭和 17 年 7 月 21 日
所　在　地：久地楽～古郡地内
時代・時期：奈良時代

新
にいはりはいじあと

治廃寺跡 ※２

国
指
定
重
要
文
化
財

県
指
定
文
化
財

国
指
定
文
化
財

歴史
の
遺産

悠久の時を越え、　　　
　古

いにしえ

の鼓動が伝わる。

羽
はぐろじんじゃほんでん

黒神社本殿 ※２

県指定重要文化財（建造物）
所　在　地：甲地内
時代・時期：江戸時代

上
かみはぐろじんじゃほんでん

羽黒神社本殿・拝
はいでん

殿 ※２

県指定重要文化財（建造物）
所　在　地：岡芹地内
時代・時期：江戸時代

来
らいごう

迎の弥
み だ

陀
県指定文化財（絵画）
所　在　地：森添島地内
時代・時期：平安時代
来迎の弥陀は、絹本著色 ( けんぽん
ちゃくしょく ) の弥陀像で絹地表装の
軸物です。平安時代、恵心僧都 ( えし
んそうず ) により制作されたものとい
われています。

絹
けんぽんちゃくしょくはっけい

本著色八景の図
ず

　
県指定重要文化財（絵画）
所　在　地：中舘地内
時代・時期：江戸時代
狩野正信（初代）を祖とする狩野派の
巨匠狩野守信（探幽）の筆で、延宝
２年（1674）探幽死去の年（72 歳）
の作です。

絵
え ま

馬（羽
はぐろじんじゃ

黒神社）
県指定重要文化財（絵画）
所　在　地：甲地内
時代・時期：江戸時代
寛永 15 年（1638) の作で、木造檜
材に金箔を押し、その中に彩色の馬が
描かれています。水谷家第８代勝隆の
子勝宗（備中松山城第２代城主）の武
運長久を祈願して、家老鶴見内蔵助忠
俊が羽黒神社に奉納したものです。

絵
え ま

馬（上
かみはぐろじんじゃ

羽黒神社）
県指定重要文化財（絵画）
所　在　地：岡芹地内
時代・時期：江戸時代
羽黒神社に奉納されたものと同様、寛
永 15 年（1638) の作で、木造檜材
に金箔を押し、その中に彩色の馬が描
かれています。奉納絵馬でこれほど大
きいものはまれで、保存もよく水谷氏
に関する史料として貴重なものです。

絹
けんぼんちゃくしょくりょうかいまんだらず

本著色両界曼荼羅図
県指定文化財（絵画）
所　在　地：桑山地内
時代・時期：室町時代
真言宗の根本思想を「金剛界曼荼羅
( こんごうかいまんだら)」「胎蔵界曼荼
羅 ( たいぞうかいまんだら )」の２幅
に表したもの。水戸市の六地蔵寺本と
同じ頃のものとして注目されています。

木
もくぞうあたごみょうじんりゅうぞう

造愛宕明神立像
県指定文化財（彫刻）
所　在　地：甲地内
時代・時期：鎌倉時代
木造寄木造彩色の火天像で、鎌倉時代
末期の作です。愛宕神社の御神体であ
り、かつては西郷谷（現在の羽黒神社
付近）の鎮守として、世人の尊崇が篤
かったと伝えられています。

木
も く ぞ う あ み だ に ょ ら い ざ ぞ う

造阿弥陀如来坐像
県指定文化財（彫刻）
所　在　地：下星谷地内
時代・時期：鎌倉時代
檜の寄木造りで、漆箔玉眼、大きめの
螺髪 ( らほつ )、波形の髪際、肉どり
豊かな面相、写実的な衣の表現など、
鎌倉時代慶派の特色を備えています。

木
もくぞうこまいぬ

造狛犬
県指定文化財（彫刻）
所　在　地：甲地内
時代・時期：鎌倉時代
神社の本殿内を固める木彫の狛犬は平
安時代から盛んに作られますが、中世
以前の作例は残存数が少なく、この狛
犬は県内に残る最古級のものです。

銅
どうぞうたんじょうしゃかぶつりゅうぞう

造誕生釈迦仏立像
県指定文化財（彫刻）
所　在　地：小栗地内
時代・時期：奈良時代後半
お釈迦様が誕生してすぐに七歩あゆん
で、右手で天を左手で地を指差し「天
上天下唯我独尊」と唱えられた姿をあ
らわしたものです。像容のすべてに奈
良時代（8世紀末頃）の特徴を見るこ
とができます。

螺
らでんすずりばこ

鈿硯箱
県指定文化財（工芸品）
所　在　地：中舘地内
時代・時期：江戸時代
木造漆塗の螺鈿細工で、箱の四面に四
季の風物、上面に唐風の宮殿と人物が
配されています。元文元年（1736)
５月 13 日、仙台藩５代藩主伊達吉村
が江戸からの帰途、祖先ゆかりの地で
ある観音寺に詣で寄進したものです。

銅
どうしょう

鐘
県指定文化財（工芸品）
所　在　地：岡芹地内
時代・時期：室町時代
青銅造の天平式梵鐘で、形が細長く撞
座はやや下方、池の間に銘文があり
ます。永禄 10 年（1567) ３月８日、
水谷家第７代勝俊が、水谷歴代の菩提
所である定林寺に寄進したものです。

板
い た び

碑
県指定文化財（工芸品）
所　在　地：岡芹地内
時代・時期：鎌倉時代
この板碑は、定林寺檀中の羽田家が昭
和 38 年に寄進したもの。天蓋の下に
主尊である金剛界大日如来 ( バン ) が
刻まれています。定林寺は、下館城主
の水谷家初代勝氏が市内稲野辺に在っ
たものを再建し菩提所としました。

大
おおそでよろい

袖鎧
県指定文化財（工芸品）
所　在　地：下中山地内
時代・時期：江戸時代
室町期の様式を備えた江戸時代初期の
作。大袖鎧は、明治２年（1869）版
籍奉還の後、同８年石川家第９代総管
により、厚誼会 (こうぎかい )（士族会）
発会に際し寄贈され、その後同会より
石川家の守護神の八幡神社（下館城本
丸内に鎮座）に奉納されました。

石
せきぞうごりんとう

造五輪塔
県指定文化財（工芸品）
所　在　地：村田地内
時代・時期：鎌倉時代
この五輪塔は、花崗岩製で空輪は宝珠
形、風輪は三分の一円形、火輪は急傾
斜をした鎌倉期の典型的な作例で貴重
です。石造工芸の観点からしても、全
体の風格、均整のとれたスタイルなど
はすばらしく、鎌倉中期から末期ごろ
のものと推定されています。

板
い た び

碑
県指定文化財（考古資料）
所　在　地：辻地内
時代・時期：鎌倉時代
板碑は、板石塔婆とも呼ばれ、中世に
盛業した供養塔の一種です。この板碑
は、典型的な武蔵型の板碑で、緑泥片
岩で作られています。天蓋の下に阿弥
陀如来を表わす梵字（キリーク）を蓮
座とともに薬研彫りで刻んだ、一尊種
子の板碑です。

小
おぐりないげだいじんぐうだいだいかぐら

栗内外大神宮太々神楽※１
県指定文化財（小栗民俗）
所　在　地：辻地内
時代・時期：江戸時代中期ころ

船
ふなだまこふん

玉古墳 ※３

県指定重要文化財（史跡）
所　在　地：船玉地内
時代・時期：古墳時代末期

伊
いさじょうあと

佐城跡 ※３　
県指定重要文化財（史跡）
所　在　地：中舘地内
時代・時期：南北朝時代

久
く げ た じ ょ う あ と

下田城跡 ※３

県指定重要文化財（史跡）
所　在　地：樋口地内
時代・時期：戦国時代

板
い た や は ざ ん せ い か

谷波山生家 ※３

県指定重要文化財（史跡）
所　在　地：甲地内
時代・時期：江戸時代

※１ …… 20 ページ掲載の解説文をご参照ください
※２ …… 24 ページ掲載の解説文をご参照ください
※３ …… 25 ページ掲載の解説文をご参照ください
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Subject:

環境整備
人と自然が共生する環境づくり

豊かな環境を次代に繋げるために＿＿

市民と行政が一体となり、環境の改善と保全に取り組んでいます。

心
和
む
美
し
く
豊
か
な

　
景
観
と
環
境
を
大
切
に
し
た
ま
ち
づ
く
り

5
Chapter

Chikusei
2010

筑
西
市
が
誇
る
豊
か
な
景
観
と
自
然
環
境
を
守
り
、
次
代
に
継
承
し
て
い

く
こ
と
は
、
市
民
と
行
政
の
責
務
で
す
。
本
市
で
は
、
公
害
防
止
・
ご
み

の
減
量
化
・
資
源
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進
な
ど
に
よ
り
生
活
環
境
の
改
善
を

図
り
、
人
と
自
然
が
共
生
す
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
計
画
的
土
地
利
用
や
、
生
活
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
、
防
犯
・
防
災
に
努
め
、

心
の
和
む
美
し
い
景
観
と
環
境
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

自
然
環
境
の
保
全

　

筑
西
市
に
息
づ
く
豊
か
な
自
然
環
境
や
生

態
系
を
守
り
、
人
と
自
然
が
共
生
し
て
い
く

ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
、
公
害
を
防
ぎ
、

市
民
の
憩
い
の
場
と
な
る
自
然
環
境
を
保
全

す
る
た
め
、
工
場
・
事
業
所
等
か
ら
の
排
水

の
監
視
を
強
化
し
て
、
大
気
汚
染
、
騒
音
、

振
動
、
悪
臭
等
に
つ
い
て
の
対
策
を
推
進
し

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
近
年
ま
す
ま
す
市
民
の
環
境
へ
の

意
識
が
高
ま
っ
て
お
り
、
河
川
の
美
化
や
里

山
の
保
全
な
ど
に
取
り
組
む
市
民
・
団
体
に

よ
る
活
動
が
活
発
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
市
は
、
筑
波
山
を
望
む
美
し
い
田
園
環

境
、
鬼
怒
川
・
小
貝
川
を
は
じ
め
と
す
る
河

川
の
水
辺
、
里
山
・
平
地
林
な
ど
の
自
然
環

境
に
恵
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
歴
史

あ
る
市
街
地
や
潤
い
あ
る
集
落
環
境
と
と
も

に
市
民
の
宝
で
あ
り
、
次
代
に
引
き
継
ぐ
べ

き
心
の
拠
り
所
で
す
。

　

本
市
が
さ
ら
な
る
発
展
を
目
指
し
て
様
々

な
開
発
を
行
っ
て
い
く
上
で
、
こ
の
豊
か
な

環
境
を
損
な
う
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。
新
た
な
時
代
に
向
け
、
人
と
自
然
の
共

生
を
重
視
し
な
が
ら
、
心
和
む
田
園
風
景
の

保
全
や
、
地
域
に
あ
っ
た
街
並
み
の
整
備
を

図
り
、
本
市
の
個
性
や
魅
力
が
際
立
つ
美
し

い
都
市
環
境
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

（上）『通学路クリーン作戦』（村田小学校）　（下）エコキャップ運動（ペッ
トボトルのキャップを回収し、発展途上国へワクチンを贈る運動）

里
山
で
の
田
植
え
体
験

ゴ
ミ
が
散
乱
し
て
い
た
河
川
敷
を
憂
い
、
平

成
14
年
か
ら
清
掃
と
花
畑
づ
く
り
を
続
け
て

き
ま
し
た
。
６
月
に
は
コ
ス
モ
ス
の
種
蒔
き

を
下
館
西
中
学
校
の
生
徒
と
一
緒
に
実
施
、

花
の
数
も
年
々
増
え
て
い
ま
す
。
４
月
は
菜

の
花
、
５
月
に
は
ポ
ピ
ー
を
咲
か
せ
、
他
に

も
ア
ジ
サ
イ
・
マ
リ
ー
ゴ
ー
ル
ド
・
サ
ル
ビ

ア
な
ど
、
四
季
折
々
の
花
を
育
て
て
い
ま
す
。

「
花
畑
づ
く
り
は
雑
草
と
石
こ
ろ
と
の
闘
い
。

そ
れ
で
も
き
れ
い
に
咲
く
と
苦
労
も
忘
れ
ま

す
」
と
中
澤
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

　

ま
た
、
２
月
に
は
鬼
怒
川
で
開
催
さ
れ
る

漁
協
主
催
の
鮭
の
稚
魚
放
流

会
で
、豚
汁
を
配
っ
た
り
ゲ
ー

ム
等
を
し
て
、
子
ど
も
達
や

地
域
の
人
々
が
ふ
れ
あ
え
る

機
会
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　
「
私
た
ち
の
身
の
回
り
に

あ
る
自
然
を
も
っ
と
身
近
に

感
じ
て
、
環
境
美
化
の
大
切

さ
を
知
っ
て
欲
し
い
。
同
じ

気
持
ち
を
持
っ
た
他
の
団
体

と
も
協
力
し
な
が
ら
、
市
民

が
や
す
ら
げ
る
憩
い
の
場
を

作
っ
て
い
き
た
い
で
す
ね
」

と
中
澤
さ
ん
。

　

秋
、
鬼
怒
川
の
河
川
敷
に
１
０
０
万
本
の

コ
ス
モ
ス
が
咲
き
揃
い
ま
す
。
伊
佐
山
の
鬼

怒
川
河
川
敷
に
広
が
る
花
畑
一
面
に
コ
ス
モ

ス
が
満
開
に
な
る
風
景
は
圧
巻
で
す
。
コ
ス

モ
ス
畑
は
鬼
怒
川
緑
地
公
園
の
最
南
端
に
あ

り
、
遠
く
か
ら
見
え
る
ク
ル
ミ
の
木
が
シ
ン

ボ
ル
ツ
リ
ー
と
な
っ
て
い
ま
す
。
Ｊ
Ｒ
水
戸

線
の
車
窓
か
ら
も
眺
め
る
こ
と
が
で
き
、
９

月
下
旬
に
行
わ
れ
る
コ
ス
モ
ス
ま
つ
り
で

は
、
輪
投
げ
大
会
や
シ
ャ
ボ
ン
玉
遊
び
な
ど

が
開
催
さ
れ
、
う
ら
ら
か
な
秋
の
一
日
を
楽

し
も
う
と
た
く
さ
ん
の
人
で
賑
わ
い
ま
す
。

　
「
鬼
怒
川
を
愛
す
る
会
」
は
、
地
元
を
流
れ

る
川
を
大
切
に
し
よ
う
と
、
環
境
美
化
に
取

り
組
む
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
。
雑
草
が
茂
り
、

景
観
づ
く
り
の
推
進

　

景
観
法
や
屋
外
広
告
物
法
と
い
っ
た
法
規

制
を
適
正
に
運
用
し
、
美
し
い
自
然
景
観
と
、

歴
史
・
風
土
が
調
和
し
た
筑
西
市
ら
し
い
街

並
み
の
保
全
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
同

時
に
、
都
市
基
盤
の
整
備
を
計
画
的
に
行
う

こ
と
で
、
昔
な
が
ら
の
景
観
と
の
共
存
を
図

り
、
良
好
な
居
住
環
境
を
維
持
し
な
が
ら
、

だ
れ
も
が
誇
り
を
持
っ
て
住
み
続
け
ら
れ
る

街
並
み
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
民
の
景
観
づ
く
り
へ
の
積
極
的

な
参
加
を
促
し
、
自
然
環
境
・
景
観
の
保
全

に
取
り
組
む
市
民
・
団
体
の
活
動
を
支
援
し

て
い
ま
す
。

循
環
型
社
会
の
形
成

　

地
球
規
模
で
資
源
の
枯
渇
や
気
候
の
変
動

が
危
惧
さ
れ
て
い
る
現
在
、
環
境
負
荷
の
少

な
い
循
環
型
社
会
の
実
現
は
急
務
と
な
っ
て

い
ま
す
。
本
市
で
は
、
市
民
と
行
政
が
一
体

と
な
っ
て
、
公
共
施
設
お
よ
び
民
間
に
お
け

る
省
エ
ネ
・
省
資
源
化
、
ご
み
の
減
量
化
・

再
資
源
化
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
粗
大
ゴ

ミ
等
の
不
法
投
棄
防
止
の
た
め
の
監
視
や
パ

ト
ロ
ー
ル
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　

ご
み
の
減
量
化
に
関
し
て
は
、
分
別
収
集

と
資
源
ご
み
の
回
収
を
徹
底
す
る
と
と
も

に
、
コ
ン
ポ
ス
ト
や
Ｅ
Ｍ
ぼ
か
し
容
器
（
生

ゴ
ミ
を
た
い
肥
に
す
る
容
器
）
購
入
費
用
助

成
な
ど
の
補
助
事
業
を
実
施
し
、
有
機
ご
み

の
減
量
と
再
利
用
に
努
め
て
い
ま
す
。

計
画
的
な
土
地
利
用
と
市
街
地
の
整
備

　

本
市
の
市
街
地
は
、
下
館
駅
を
中
心
と
し

た
中
心
市
街
地
と
川
島
駅
・
玉
戸
駅
周
辺
の

副
次
的
市
街
地
、
各
地
区
の
既
成
市
街
地
、

工
業
団
地
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
市
街
地
の
特
性
を
活
か
し
、
住
民
の

理
解
と
協
力
の
も
と
、
道
路
網
・
公
共
交
通

網
、
公
園
等
の
公
共
施
設
の
計
画
的
な
整
備

を
推
進
し
、
良
好
な
住
環
境
の
保
全
と
、
ゆ

と
り
あ
る
住
宅
地
の
形
成
を
進
め
て
き
ま
し

た
。
今
後
も
「
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」

に
基
づ
く
適
正
で
合
理
的
な
土
地
利
用
や
、

都
市
再
生
整
備
計
画
を
推
進
し
、
市
の
健
全

な
発
展
と
、
市
民
が
住
み
続
け
た
い
と
思
え

る
魅
力
あ
る
環
境
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
き

ま
す
。

公
園
・
緑
地
の
整
備
充
実

　

公
園
や
緑
地
は
都
市
部
に
お
け
る
癒
し
の

空
間
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
災
害
時
の
避

難
場
所
等
、
防
災
拠
点
と
し
て
の
役
割
を

担
っ
て
い
ま
す
。「
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
」
と
あ
わ
せ
て
、
緑
の
ま
ち
づ
く
り
の

指
針
と
し
て
「
緑
の
基
本
計
画
」
を
策
定
し
、

身
近
な
公
園
や
ス
ポ
ー
ツ
・
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
拠
点
と
な
る
総
合
公
園
・
運
動
公

園
等
の
計
画
的
な
整
備
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
ア
ジ
サ
イ
の
里
親
制
度
や
街
並
み

の
緑
化
な
ど
、
市
民
が
主
体
と
な
っ
た
緑
化

運
動
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
支
援
し
て
い

ま
す
。

鬼
怒
川
の
美
化
を
通
し
て
、

自
然
と
ふ
れ
あ
う
ま
ち
づ
く
り
を
。

Topic:「鬼怒川を愛する会」会長 　中澤清一 さん

（
上
）
４
０
０
０
m2
の
河
川
敷
い
っ
ぱ
い
に
咲
き
誇
る
コ
ス
モ
ス
（
下
）
菜
の
花
畑
で
憩
う
子
ど
も
達

中
澤
清
一
さ
ん

44

5
心
和
む
美
し
く
豊
か
な
景
観
と
環
境
を
大
切
に
し
た
ま
ち
づ
く
り
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市
議
会
の
し
く
み

　

筑
西
市
議
会
は
、
市
民
の
選

挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
26
名
の

議
員
か
ら
な
り
ま
す
。

　

議
会
は
、
年
４
回
、
３
月
・

６
月
・
９
月
・
12
月
に
開
催
さ

れ
る
定
例
会
と
、
必
要
に
応
じ

て
開
か
れ
る
臨
時
会
と
が
あ

り
、
市
長
や
議
員
か
ら
提
出
さ

れ
た
議
案
や
市
民
の
皆
さ
ん
か

ら
出
さ
れ
た
請
願
・
陳
述
な
ど

を
審
議
し
ま
す
。
ま
た
、
議
会

に
は
４
つ
の
常
任
委
員
会
と
議

会
運
営
委
員
会
の
ほ
か
に
、
必

要
に
応
じ
て
設
置
さ
れ
る
特
別

委
員
会
が
あ
り
ま
す
。

　

本
会
議
は
一
般
に
公
開
さ

れ
、
個
人
で
も
団
体
で
も
自
由

に
傍
聴
で
き
、
市
議
会
活
動
や

市
政
の
方
針
を
知
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。傍
聴
席
は
48
席
あ
り
、

市
役
所
内
の
テ
レ
ビ
で
も
議
会

の
様
子
を
放
映
し
て
い
ま
す
。

ま
た
広
報
誌
『
議
会
だ
よ
り
』

を
刊
行
し
、
議
会
に
お
け
る
審

議
内
容
を
市
民
の
皆
さ
ん
に
お

知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。

市
民
の
皆
様
の
声
を
市
政
に
届
け
、

安
心
、
安
全
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
に

全
力
を
尽
く
し
ま
す
。

筑西市議会
C I T Y  C O U N C I L

　議長　榎戸　甲子夫（左）・副議長　水越　照子（右）

防
犯
対
策

　

多
様
化
・
凶
悪
化
が
進
む
現
代
の
犯
罪
を

抑
制
す
る
た
め
に
は
、
警
察
・
行
政
と
市
民

が
連
携
し
た
防
犯
活
動
が
不
可
欠
で
す
。
市

民
防
犯
団
体
を
は
じ
め
と
す
る
市
民
の
自
主

的
な
犯
罪
防
止
活
動
を
促
進
し
、
地
域
ぐ
る

み
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
現
在
、
筑
西

地
区
防
犯
連
絡
員
、
自
警
団
、
青
少
年
育
成

団
体
、
子
ど
も
安
全
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
協

力
に
よ
り
、
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
す
る

な
ど
の
防
犯
活
動
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
高
齢
者
や
子
ど
も
を
交
通
事
故
か

ら
守
る
運
動
を
積
極
的
に
展
開
し
、
各
種
交

通
安
全
施
設
の
整
備
、
歩
道
の
整
備
、
放
置

自
転
車
等
の
防
止
・
排
除
を
進
め
て
い
ま
す
。

防
災
対
策

　

本
市
の
常
備
消
防
は
、
筑
西
広
域
市
町
村

圏
事
務
組
合
に
よ
り
、
消
防
本
部
、
下
館
消

防
署
、
関
城
分
署
、
明
野
分
署
、
協
和
分
署
、

下
館
消
防
署
川
島
出
張
所
が
配
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
消
防
団
は
６
中
隊
43
の
分
団

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
消
防
力
の
強
化
充

実
に
努
め
、
職
員
・
団
員
の
能
力
の
向
上
や
、

消
防
・
防
災
知
識
・
訓
練
の
徹
底
、
災
害
予

防
対
策
の
徹
底
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

事
故
や
災
害
・
急
病
発
生
時
に
は
速
や
か

に
対
処
し
人
命
救
助
が
で
き
る
よ
う
、
救
急

救
命
士
の
養
成
を
は
じ
め
と
す
る
救
急
隊
員

の
能
力
向
上
に
努
め
、
自
動
体
外
式
除
細
動

器
（
Ａ
Ｅ
Ｄ
）
の
計
画
的
配
置
や
救
急
資
材

の
充
実
を
図
っ
て
い
ま
す
。

近
年
の
生
活
様
式
や
都
市
構
造
の
変
化
に
よ
り
、
火
災
発

生
・
救
急
出
動
件
数
が
増
加
す
る
と
と
も
に
、
地
域
社
会

の
犯
罪
抑
止
機
能
の
低
下
が
危
惧
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
市
で
は
、
市
民
が
安
心
し
て
く
ら
せ
る
安
全
な
ま
ち
づ

く
り
の
た
め
、
消
防
・
救
急
・
防
災
対
策
の
強
化
と
、
防
犯
・

交
通
安
全
対
策
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
市
民
の
自
主
的

な
防
災
・
防
犯
活
動
を
支
援
し
、
災
害
に
強
く
、
事
故
や

犯
罪
が
少
な
い
都
市
づ
く
り
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

Subject:

防災・防犯 安全・安心なまちづくりの推進

親
局
（
筑
西
市
役
所　
本
庁
）
の
放
送
室

Topic: 筑西市防災行政無線システム
　

市
民
が
安
全
に
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
、
災

害
時
の
情
報
伝
達
や
収
集
を
主
な

目
的
と
し
た
「
防
災
行
政
無
線
シ

ス
テ
ム
」
が
市
内
全
域
に
設
置
さ

れ
ま
し
た
。
筑
西
市
防
災
行
政
無

線
局
に
よ
っ
て
運
用
が
始
ま
り
、

災
害
時
に
は
防
災
情
報
が
拡
声
ス

ピ
ー
カ
ー
か
ら
放
送
さ
れ
ま
す
。

　

具
体
的
に
は
、
災
害
（
水
害
・

地
震
等
）
発
生
時
の
避
難
情
報
・

緊
急
地
震
速
報
（
震
度
５
弱
以
上
）・

火
災
発
生
時
の
消
防
団
へ
の
出
動

要
請
・
他
国
か
ら
の
武
力
攻
撃
等

の
情
報
・
行
方
不
明
者
等
の
捜
索

情
報
・
正
午
お
よ
び
夕
刻
の
時
報
・

各
種
の
行
政
情
報
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、「
双
方
向
通
信
」
に
対
応

し
た
屋
外
子
局
を
、
小
学
校
・
中

学
校
な
ど
市
内
30
か
所
に
設
置
。

屋
外
子
局
か
ら
親
局
へ
の
通
話
機

能
を
利
用
し
て
、
緊
急
時
の
通
信

装
置
と
し
て
活
用
し
ま
す
。

（上）勤行川で行われた、筑西市消防団による放水訓練　（下）集団下校中の小学校低学年
の児童を、不審者や事故から守る「ばっちゃんボランティア」

筑西市消防団の出初め式
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● 市の木 「さくら」
市内の全域に数多くの品種が植栽されており、名所も多く、広く市民に

親しまれています。春、咲き誇る姿は美しく、存在感があり、また優し

さも感じられます。新生・筑西市にふさわしい木です。

● 市章
筑波山と河川に囲まれた緑豊かな大地をイメージし、人と自然が共生

する筑西市の発展を表現しています。

グリーンは関東平野、緑豊かな大地を、ブルーは筑西市を流れる幾筋

もの河川を、グリーンとブルーの組み合わせは穏やかさを、また、全

体を丸におさめることにより、市民が一体となって豊かな未来のため

に協調していく姿勢を表しています。

● 市の花〈春〉 「なし」
筑西市は、日本で最も古い梨の産地のひとつ。県の銘柄産地に指定さ

れ、国内有数の産地です。梨の白い花は、清楚で気品が漂い、優しさ

が感じられます。市の繁栄のシンボルとしてふさわしい花です。

● 市の花〈秋〉 「コスモス」
可憐でありながら、倒れても立ち上がる力強さを持つ花です。『宇宙』

という意味があり、市の将来性と可能性を象徴しています。また『調和』

の意味もあり、４市町合併で誕生した筑西市をイメージできます。

● 市の鳥 「つばめ」
田植え期の田園を飛び交い、躍動感を感じさせるその姿は、筑西市の

将来像にふさわしい鳥です。益鳥であり、幸せを呼ぶといわれています。

軒先に巣を作る姿をよく見かけ、親近感を感じる鳥でもあります。

Chikusei
2010 
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