
　

今
年
２
月
、
２
週
続
け
て
記
録

的
な
大
雪
に
見
舞
わ
れ
た
。
団
地

の
敷
地
や
駐
車
場
（
約
２
０
０
台

分
）
に
積
も
っ
た
雪
を
各
戸
で
か

い
て
い
た
が
、
個
人
の
力
で
は
ど

う
に
も
な
ら
ず
町
会
長
が
全
戸
に

雪
か
き
を
呼
び
か
け
た
。

　

最
初
の
週
は
各
組
の
入
り
口
や

公
民
館
前
の
除
雪
、
通
学
路
の
確

保
、
駐
輪
場
か
ら
自
転
車
を
出
せ

る
よ
う
に
し
て
終
わ
っ
た
。
団
地

周
り
の
道
路
は
市
の
除
雪
が
入
る

と
思
っ
て
い
た
が
、
手
が
回
ら
な

か
っ
た
ま
ま
次
の
大
雪
が
降
っ
て

し
ま
っ
た
。

　

弥
生
保
育
園
前
の
市
道
は
日
陰

に
な
る
た
め
、
前
の
週
の
雪
が
解

け
な
い
ま
ま
圧
雪
の
上
に
新
し
い

雪
が
積
も
り
車
の
通
行
が
困
難
な

状
況
だ
っ
た
。
そ
こ
で
各
組
の
雪

か
き
が
終
わ
っ
た
人
に
声
を
掛
け

道
路
の
雪
か
き
を
協
力
し
て
も

ら
っ
た
。
凍
り
つ
い
た
圧
雪
を
つ

る
は
し
で
砕
き
、
ス
コ
ッ
プ
で
め

く
り
剥
が
し
て
花
壇
に
積
み
上
げ

た
が
、
あ
ま
り
の
量
の
多
さ
で
雪

の
持
っ
て
行
き
場
が
無
く
道
路
の

両
側
に
つ
み
あ
げ
て
し
ま
っ
た
。

重
労
働
だ
っ
た
が
、
子
ど
も
達
が

手
伝
っ
て
く
れ
活
気
あ
る
雪
か
き

と
な
っ
た
。

　

３
月
の
組
長
会
で
い
ろ
い
ろ
な

反
省
点
を
話
し
合
い
、
こ
の
冬
ま

で
に
雪
か
き
に
つ
い
て
の
ル
ー
ル

を
整
備
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

そ
の
後
役
員
会
で
弥
生
町
の
今

後
に
つ
い
て
話
し
あ
っ
た
。
若
い

世
代
が
多
く
、
住
人
の
入
れ
替
わ

り
の
激
し
い
現
状
だ
が
、
町
会
を

身
近
に
感
じ
て
も
ら
え
る
よ
う
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
町
会
か
ら
仕
掛

け
住
人
を
巻
き
込
ん
で
い
こ
う
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

手
始
め
に
団
地
で
生
ま
れ
育
っ

た
子
ど
も
に
、
大
空
に
泳
ぐ
こ
い

の
ぼ
り
を
見
せ
よ
う
と
、
町
会
長

が
実
家
か
ら
支
柱
と
こ
い
の
ぼ
り

を
持
っ
て
き
て
公
民
館
前
に
建
て

た
。
少
し
時
期
が
ず
れ
る
が
６
月

に
は
お
年
寄
り
を
囲
ん
で
柏
餅
作

り
を
計
画
し
て
い
る
。

　

町
会
長
が
公
民
館
の
看
板
の
裏

に
書
い
た
「
地
域
づ
く
り
は
公
民

館
か
ら　

自
分
た
ち
の
地
域
は
自

分
た
ち
の
力
で　

安
全
安
心
で
支

え
あ
い
の
心
が
つ
な
ぐ
ま
ち
」
を

合
言
葉
に
よ
り
良
い
町
会
を
作
っ

て
い
き
た
い
。

　

平
成
26
年
度
町
会
連
合
会
会
長

を
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
。
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

皆
さ
ん
ご
承
知
の
と
お
り
、
鎌

田
地
区
は
、
市
内
で
最
も
人
口
規

模
が
大
き
く
、
ま
た
町
会
に
よ
っ

て
抱
え
て
い
る
課
題
も
様
々
で
あ

り
ま
す
。
町
会
へ
の
無
関
心
化
も

大
き
な
課
題
で
す
。
幸
い
４
月
か

ら
は
鎌
田
地
区
地
域
づ
く
り
セ
ン

タ
ー
も
開
設
さ
れ
ま
し
た
の
で
、

そ
の
力
を
借
り
な
が
ら
鎌
田
地
区

ら
し
い
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

地
区
内
に
は
、
サ
ッ
カ
ー
の
松

本
山
雅
事
務
所
も
あ
り
、
そ
れ
を

取
り
入
れ
た
地
域
づ
く
り
や
事

業
、
一
昨
年
行
っ
た
地
区
全
体
の

避
難
所
運
営
訓
練
な
ど
、
住
民
の

皆
さ
ん
が
大
勢
参
加
で
き
、
楽
し

み
な
が
ら
行
っ
て
い
く
こ
と
が
一

番
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
「
さ
す
が
は
鎌
田
地
区
だ
な
！
」

　

４
月
か
ら
鎌
田
地
区
地
域
づ
く

り
セ
ン
タ
ー
が
西
部
公
民
館
の
中

に
開
設
さ
れ
、
セ
ン
タ
ー
長
に
着

任
致
し
ま
し
た
。

　

地
域
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
は
、
公

民
館
や
福
祉
ひ
ろ
ば
の
活
動
の
成

果
を
活
か
し
な
が
ら
、
町
会
を
始

め
と
し
た
既
存
の
自
治
組
織
を
最

大
限
活
用
し
、
鎌
田
地
区
ら
し
い

地
域
づ
く
り
を
行
う
た
め
の
拠
点

で
す
。
こ
の
地
区
の
担
当
と
し
て

通
算
で
４
年
目
と
な
り
ま
す
が
、

ま
だ
ま
だ
地
区
の
こ
と
を
分
か
っ

て
い
な
い
の
が
実
状
で
す
。

　

今
後
は
今
ま
で
以
上
に
地
区
や

町
会
の
行
事
な
ど
に
積
極
的
に
参

加
し
、
色
々
な
お
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
な
が
ら
皆
さ
ん
の
声
を
良

く
お
聞
き
し
地
域
の
問
題
点
を
見

極
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
と
一
緒
に
地
区
の
課
題

に
取
り
組
み
、「
安
心
で
住
み
よ

い
地
域
」
づ
く
り
に
励
み
た
い
と

思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。

鎌 田 地 区
平成26年 5月１日現在
世帯数
　男
　女

8,450 戸
9,647 人
9,274 人

西 部 公 民 館発行者 公民館報編集委員会

揮毫　伊藤茂男氏

　鎌田地区　
町会連合会

会長  坪田 秀一

活
気
あ
る
楽
し
い
ま
ち
に

　

昨
年
12
月
か
ら
鎌
田
地
区
民
生

委
員
・
児
童
委
員
協
議
会
会
長
の

重
責
を
担
う
こ
と
と
な
り
、
気
が

付
け
ば
早
６
ヶ
月
が
過
ぎ
ま
し
た
。

半
数
以
上
の
交
代
が
あ
り
ま
し
た

が
、
４
月
か
ら
地
域
づ
く
り
セ
ン

タ
ー
が
新
設
さ
れ
、
心
強
く
、
大

い
に
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　

め
ま
ぐ
る
し
い
社
会
情
勢
の
変

動
に
伴
い
、
民
生
児
童
委
員
の
活

動
や
役
割
も
大
き
く
変
化
し
複
雑

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
子
育
て
支

援
、
母
子
世
帯
の
実
態
把
握
と
相

談
支
援
、
高
齢
者
の
見
守
り
支
援

な
ど
多
岐
に
亘
り
ま
す
が
、
委
員

30
人
、
力
を
合
わ
せ
て
課
題
を
共

有
し
、
助
け
合
い
、
学
び
合
っ
て
、

住
民
と
行
政
を
つ
な
ぐ
「
す
て
き

　鎌田地区　
民生児童委員協議会
会長  千野千鶴子

す
て
き
な
懸
け
橋
に

地
域
の
み
な
さ
ん
と
と
も
に

鎌田地区地域づくりセンター
センター長

遠藤　彰

 131

弥生町町会
公民館長　小林　嘉美

雪かき奮闘記
 ～その後

「
元
気
だ
な
！
」
と
言
わ
れ
る
よ

う
な
「
ま
ち
づ
く
り
」
を
行
っ
て

い
き
ま
す
の
で
、
各
町
会
皆
様
の

ご
支
援
・
ご
協
力
を
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 

（
石
芝
東
町
会
）

な
懸
け
橋
」
に
な
る
よ
う
努
め
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

 

（
征
矢
野
町
会
）
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鎌
田
地
区
町
会
連
合
会
と
町
内

公
民
館
長
連
合
会
合
同
の
福
島
県

視
察
が
、
２
月
22
日
か
ら
１
泊
２

日
の
日
程
で
行
わ
れ
た
。
参
加
者

は
町
会
長
８
名
、
町
内
公
民
館
長

７
名
公
民
館
職
員
７
名
の
22
名
。

　

ま
ず
、
富
岡
町
の
仮
設
住
宅
の

中
に
あ
る
「
お
だ
が
い
さ
ま
セ

ン
タ
ー
」
を
訪
問
し
た
。「
何
か

を
や
っ
て
新
し
い
自
分
を
見
つ
け

る
」
こ
と
を
目
標
に
10
事
業
を
展

開
し
て
い
る
。
①
震
災
の
語
り
人

②
広
報
「
み
で
や
っ
ぺ
」
の
発
行

③
お
だ
が
い
さ
ま
Ｆ
Ｍ
④
お
だ
が

い
さ
ま
工
房
⑤
県
内
交
流
⑥
県
外

交
流
⑦
畑
⑧
も
の
づ
く
り
⑨
こ
ど

も
広
場
⑩
生
涯
学
習

　

運
営
は
町
の
社
会
福
祉
協
議
会

が
お
こ
な
っ
て
い
て
、
月
々
約

三
千
人
も
の
利
用
者
（
男
女
ほ
ぼ

半
数
ず
つ
）
が
あ
る
と
い
う
が
、

そ
れ
で
も
メ
ン
バ
ー
が
固
定
化
す

る
傾
向
が
出
て
き
て
い
る
と
い

福
島
は
国
民
全
体
の
問
題

〜
富
岡
町
を
訪
ね
て
〜郡山市内のおだがいさまセンター

まるで時間が止まったかのような
富岡駅前

う
。
建
物
の
外
壁
に
大
き
く
「
お

だ
が
い
さ
ま
セ
ン
タ
ー
」
と
書
か

れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
「
富
岡
町
」

の
名
前
を
入
れ
な
い
の
は
、
町
外

の
人
で
も
気
軽
に
利
用
で
き
る
と

い
う
配
慮
で
あ
る
と
聞
い
て
、
文

字
通
り
「
お
だ
が
い
さ
ま
」
が
限

ら
れ
た
地
域
だ
け
の
も
の
で
は
な

い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
強
く
印

象
づ
け
ら
れ
た
。

　

次
に
、
バ
ス
は
浜
通
り
海
岸
を

広
野
町
、

葉
町
、
富
岡
町
を
通
っ

て
北
上
し
た
。
広
野
町
で
は
家
の

礎
石
だ
け
が
残
っ
た
地
区
が
見
ら

れ
、
津
波
の
恐
ろ
し
さ
を
物
語
っ
て

い
た
。
富
岡
町
で
は
、
町
内
各
所

に
黄
色
の
線
量
計
が
置
か
れ
て
い

て
、
町
内
が
帰
還
困
難
区
域
等
に

指
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
住
民
の

姿
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
小

学
校
に
通
じ
る
通
り
の
両
側
に
植

え
ら
れ
た
桜
の
巨
木
に
、
子
ど
も

た
ち
が
書
い
た
「
桜
の
花
が
見
た

い
」
と
い
う
紙
が
樹
に
吊
り
下
げ

ら
れ
て
い
た
の
に
は
、
何
と
も
や
り

切
れ
な
い
思
い
に
さ
せ
ら
れ
た
。

　

最
後
に
訪
れ
た
「
浜
風
商
店
街
」

は
、
い
わ
き
市
立
久
ノ
浜
第
一
小

学
校
内
に
設
け
ら
れ
、
２
０
１
１

年
９
月
３
日
に
オ
ー
プ
ン
、
11
の

商
店
が
並
ん
で
い
た
。
予
定
時
間

に
遅
れ
、
本
来
の
営
業
時
間
を
過

ぎ
て
い
た
が
、
復
興
事
務
所
含
め
、

店
舗
を
開
け
て
待
っ
て
い
て
く
れ

て
、
心
の
こ
も
っ
た
温
か
い
コ
ー

ヒ
ー
を
い
た
だ
き
心
が
和
ん
だ
。

　

夜
、
宿
泊
し
た
ホ
テ
ル
で
開
い

た
懇
親
会
で
、
参
加
し
て
い
た

だ
い
た
、「
お
だ
が
い
さ
ま
セ
ン

タ
ー
」
の
天
野
所
長
が
「
復
興
の

原
点
は
お
だ
が
い
さ
ま
セ
ン
タ
ー

で
す
。
被
災
者
を
決
し
て
一
人

ぼ
っ
ち
に
し
て
は
な
ら
な
い
、
人

が
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
こ
そ
、

大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
な
る
」
と

語
ら
れ
た
こ
と
に
、
強
く
う
な
ず

く
こ
と
が
で
き
た
。

　

視
察
研
修
を
終
え
て
、
参
加
し

た
私
た
ち
に
で
き
る
こ
と
は
「
今

の
、
こ
の
現
実
を
一
人
で
も
多
く

の
方
々
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
、

そ
し
て
、
息
の
長
い
協
力
や
支
援

を
続
け
て
い
く
こ
と
」
以
外
に
は

な
い
こ
と
を
知
っ
た
。

　

過
酷
な
現
実
は
、
単
に
富
岡
町
、

福
島
県
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。

日
本
中
の
、
そ
し
て
、
世
界
中
の

人
々
が
考
え
、
行
動
し
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
、

と
強
く
訴
え
た
い
。

 

（
横
山
新
治
）

西部公民館 講座

　あの３・11のちょうど３年後、日本チェルノブイリ連帯
基金事務局長の神谷さだ子さんを講師に、勉強会が開か
れた。今、何ができるか、安心・安全に暮らすためにはど
うしたら良いかなど一緒に考える講座であった。神谷さ
んは何回もチェルノブイリへ足を運んでいて、その現状と
福島の惨事を重ね合わせ、詳しく説明した。その後、質
問を含めた対話となった。
　参加者は、「原発は自然災害ではない、これからも注意
深く見守っていきたい」、「身内に福島の人がいて今は近く
に来て住んでいる。福島と言うだけで風評被害にあった
りしている。」など深刻な問題もあると話していた。
　その他にも、放射能の数字の見方や、キノコや果物な
どの調査の遅れ、人間以外の生物への影響など、色々な
情報を正しく把握し、注意深く耳を傾けていく必要があ
ることを学んだ。

　３月14日、４月４日の２回
にわたり、昔ながらの味噌づ
くりを続けている近くの宮沢
さんを講師に体験講座が開かれた。まず14日は大豆を煮て
それを手回しの味噌挽き機にかけて、つぶした。次におにぎ
り状に手で握って、味噌玉を作り、皆で編んだ縄で２個ずつ
ゆわえて廊下へつるした。
　３週間乾燥させた後、縄から取り出し、カビを洗い落とし、
つぶしてから麹をまぜて仕込んだ。思ったより大量にできた
ので１人５㎏ずつ自宅へ持ち帰ることができた。
　ある60代の女性は「こんなことは生まれて初めてのこと、
味噌は買うものだとおもっていたのに、貴重な体験ができて
嬉しい」と満面に笑みをうかべて話していた。
　ほとんどの人が初体験で、楽しみながら作業ができた。
半年後、１年後はきっとおいしい天然の味噌ができること間
違いありません。

放射能の危険性について学ぶ

（文化委員会　林　清吉）

昔ながらの味噌
づくりに挑戦
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