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まちかどに歴史あり「中野竹子」のことvol. ６

　
今
回
は
法
界
寺
の
打
木
佳
子
さ
ん
に

お
話
し
を
伺
い
ま
し
た
。

Ｑ
．
な

ぜ
、

坂
下
の
法
界

寺
に
中
野
竹

子
女
史
の
御

首
級
が
埋
葬

さ
れ
て
い
る

の
で
す
か
？

　
柳
橋
の
戦
い
で
、
竹
子
が
銃
弾
を
受

け
て
倒
れ
た
時
、
母
こ
う
子(

幸
子)

、

娘
優
子
に
介
錯
を
頼
み
ま
し
た
が
、
首

を
落
と
し
切
れ
ず
に
、
そ
れ
を
見
て
い

た
坂
下
の
農
兵
が
竹
子
の
首
を
切
り
落

と
し
、
持
ち
帰
り
、
そ
し
て
こ
う
子
、

優
子
が
法
界
寺
の
方
丈
に
頼
ん
で
法
界

寺
に
墓
を
造
り
、
お
経
を
あ
げ
て
も
ら

い
供
養
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
竹
子

は
坂
下
に
一
年
余
り
住
ん
で
い
ま
し
た

の
で
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
わ
か
り

ま
せ
ん
が
法
界
寺
と
何
ら
か
の
関
わ
り

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま

す
し
、
ま
た
竹
子
は
平
素
信
仰
が
厚
く
、

特
に
観
世
音
菩
薩
を
深
く
信
仰
し
て
い

ま
し
た
の
で
、
こ
の
法
界
寺
と
ご
縁
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

Ｑ
．法
界
寺
に
は
い
ろ
い
ろ
な
方
が
見

学
に
こ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
ど
の

よ
う
な
人
達
が
こ
ら
れ
ま
し
た
か
？

　
ま
ず
、
大
河
ド
ラ
マ
が
始
ま
る
前
は

新
潟
県
の
公
民
館
、
河
井
継
之
助
記
念

館
の
方
々
、
富
山
の
論
語
を
読
む
会
の

方
達
等
、
特
に
会
津
の
幕
末
、
維
新
史

に
興
味
の
あ
る
方
々
が
団
体
で
見
学
に

こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
他
会
津
若
松
、

北
会
津
村
等
の
公
民
館
、
教
育
、
福
祉

関
係
の
方
々
も
団
体
で
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。
長
岡
か
ら
は
会
津
の
友
藩
と

し
て
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
し
、
富
山

の
論
語
を
読
む
会
の
皆
様
に
は
お
墓
の

前
で
詩
吟
を
捧
げ
て
頂
き
ま
し
た
。
そ

し
て
見
学
後
、
方
丈
が
本
堂
で
法
話
を

し
た
り
し
ま
し
た
。
会
津
の
温
か
さ
、

会
津
魂
に
触
れ
ら
れ
て
良
か
っ
た
と

言
っ
て
帰
っ
て
行
か
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

大
河
ド
ラ
マ
が
始
ま
っ
て
か
ら
は
一
人

あ
る
い
は
二
、三
人
で
こ
ら
れ
る
個
人

の
観
光
客
が
多
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し

た
。
東
京
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
が
、
神
奈
川
、
静
岡
、
埼
玉
、
千
葉
、

茨
城
、
長
野
、
栃
木
、
新
潟
、
山
形
、

富
山
、
石
川
、
福
井
、
青
森
、
岩
手
、

宮
城
、
愛
知
、
京
都
、
兵
庫
、
滋
賀
等
、

そ
の
他
薩
長
の
地
、
九
州
鹿
児
島
、
熊

本
か
ら
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
県

内
で
は
い
わ
き
が
多
く
、
そ
の
他
白
河
、

郡
山
、
福
島
等
か
ら
お
い
で
に
な
ら
れ

ま
し
た
。
中
に
は
西
郷
頼
母
と
中
野
竹

子
の
墓
に
は
、
ど
う
し
て
も
お
ま
い
り

し
た
か
っ
た
と
は
る
ば
る
遠
方
か
ら
こ

ら
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　
当
時
の
会
津
の
人
達
の
魂
、
会
津
の

人
達
の
ま
っ
直
ぐ
な
、
人
と
し
て
の
本

物
の
あ
る
生
き
方
に
共
感
し
て
来
て
く

だ
さ
っ
た
人
達
だ
と
思
い
ま
す
。
今
回

全
国
的
に
多
く
の
方
々
が
会
津
、
会
津

の
歴
史
、
中
野
竹
子
、
山
本
八
重
ら
に

興
味
を
持
ち
、
心
を
寄
せ
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
こ
と
、
大
変
嬉
し
く
思
っ
て
お

り
ま
す
。
多
く
の
方
々
が
や
っ
ぱ
り
来

て
良
か
っ
た
と
言
っ
て
帰
っ
て
行
か
れ

ま
し
た
。

Ｑ
．見
学
者
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
伝

え
た
か
っ
た
で
す
か
？

　
見
学
者
は
ま
ず
遺
品
の
中
で
、
薙
刀

の
大
き
さ
と
重
さ
に
驚
い
て
お
ら
れ
ま

し
た
。
こ
れ
を
使
っ
て
戦
っ
た
の
か
、

す
ご
い
！
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
そ
し

て
会
津
の
女
性
の
芯
の
強
さ
、
普
段
は

大
人
し
い
け
れ
ど
も
、
い
ざ
と
い
う
時

に
は
い
ざ
と
な
り
得
る
力
、
気
概
を

持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
ま

し
た
。 

中
野
竹
子
は
単
に
薙
刀
の
名

手
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
文
武
両

道
、
書
道
を
よ
く
学
び
、
漢
詩
、
和
歌

を
よ
く
し
、
論
語
、
孟
子
、
中
庸
、
大

学
等
の
本
を
読
み
、
学
問
を
通
し
て
、

人
間
の
在
り
方
、
生
き
方
を
身
に
つ
け

て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
「
数
に
も
入
ら

ぬ
我
が
身
な
が
ら
も
」
会
津
の
人
々
、

国
の
た
め
に
戦
い
ま
し
た
。
竹
子
は
22

才
の
若
さ
で
亡
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ

の
時
、
そ
の
時
を
全
身
全
霊
で
自
分
の

で
き
る
だ
け
の
こ
と
を
や
っ
た
、
そ
の

時
、
そ
の
時
で
や
る
だ
け
の
こ
と
を

や
っ
て
生
き
た
人
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

尊
敬
で
き
る
、
立
派
な
人
物
だ
っ
た
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
妹
の
優
子
さ
ん
が
ひ
孫
の
高

蘭
子
さ
ん
に
さ
え
、「
な
ら
ぬ
こ
と
は

な
ら
ぬ
。」
と
常
日
頃
か
ら
厳
し
く
諭

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
当
時
の

会
津
の
モ
ラ
ル
の
高
さ
、
清
ら
か
で
、

真
っ
直
ぐ
な
人
々
が
生
き
て
い
た
時
代

が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
感
動
さ
せ
ら

れ
ま
す
。
会
津
藩
で
は
特
に
男
子
は
小

さ
い
頃
か
ら
論
語
に
親
し
ん
で
お
り
ま

し
た
。
藩
校
、
寺
子
屋
で
も
論
語
は
読

ま
れ
て
い
ま
し
た
し
、
論
語
に
書
か
れ

て
い
る
人
と
し
て
の
道
、
人
間
と
し
て

の
本
当
の
在
り
方
を
当
時
の
会
津
の
人

達
は
身
に
付
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　
見
学
者
の
中
に
は
、「
会
津
の
人
達

に
、
今
も
会
津
魂
は
あ
り
ま
す
か
？
」

と
ま
っ
す
ぐ
目
を
見
て
尋
ね
ら
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
一
瞬
と
ま
ど
い
ま
し

た
が
、
今
回
の
大
河
ド
ラ
マ
を
き
っ
か

け
と
し
て
、
私
た
ち
の
中
に
、
ま
た
会

津
人
の
良
さ
、
会
津
魂
を
取
り
戻
せ
た

ら
良
い
と
思
い
ま
す
と
申
し
上
げ
ま
し

た
。
先
人
の
心
の
遺
産
を
大
事
に
し
て

行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら

も
っ
と
将
来
を
担
う
子
供
達
に
も
来
て

も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
会
津

人
の
良
さ
、
心
の
遺
産
を
実
感
し
て
も

ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
会
津
の
人
々
の
良
い
と
こ
ろ
は
受
け

継
ぎ
発
展
さ
せ
て
、
そ
の
良
さ
を
現
代

社
会
に
生
か
し
て

い
け
れ
ば
良
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　今回を持ちまして中野竹子女史に関するまちかどに歴史ありの連載は終了となります。竹子女史を通じ

て、会津坂下町の歴史や文化について興味・関心をもっていただけたら幸いです。長らくありがとうござ

いました。

中野竹子女史の遺品の数々
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　今月号の「道の駅インタビューコーナー」は、湯川村は浜崎区の風間いく子さん、会津坂下町は見明区の齋

藤恵子さんから話を聞きました。道の駅をよく利用すると思われるアクティブシニアの女性から、鋭い意見を

頂戴しました。

「人の駅・川の駅・道の駅」拠点整備事業 湯川村・会津坂下町共同企画

○
消
費
者
と
し
て
日
常
的
に
意
識
し
て
い

る
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
？

風
間

：

お
店
に
入
っ
た
瞬
間
の
第
一
印
象

は
大
切
で
す
。
挨
拶
な
ん
か
は
気
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
ね
。
商
品
と
し
て
は
、
野

菜
だ
と
無
農
薬
、
有
機
栽
培
の
も
の
を
求

め
て
い
ま
す
。
た
だ
、
野
菜
の
種
類
に

よ
っ
て
無
農
薬
栽
培
が
難
し
い
も
の
に
つ

い
て
は
、
低
農
薬
で
新
鮮
な
野
菜
が
い
い

で
す
ね
。
店
も
清
潔
感
が
あ
っ
て
、
陳
列

も
シ
ー
ズ
ン
ご
と
に
工
夫
が
あ
る
と
い
い

で
す
ね
。

○
こ
の
辺
り
だ
と
、
ま
ん
ま
ー
じ
ゃ
等
の

直
売
所
が
あ
り
ま
す
が
、
立
ち
寄
っ
た
り

は
し
ま
す
か
？

風
間

：

会
津
若
松
市
内
に
出
か
け
た
際
に

は
「
何
か
珍
し
い
商
品
が
あ
る
か
な
？
」

と
興
味
津
々
で
立
ち
寄
り
ま
す
。
特
に
冬

期
間
は
自
家
野
菜
が
不
足
す
る
の
で
直
売

所
に
買
い
物
に
出
か
け
ま
す
。

○
今
回
出
来
る
道
の
駅
は
、
会
津
盆
地
の

「
へ
そ
」
と
も
言
え
る
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で

す
が
、
ど
ん
な
期
待
が
持
て
ま
す
か
？

風
間

：

磐
梯
山
や
飯
豊
山
の
景
色
が
綺
麗

に
見
え
る
の
は
大
き
な
売
り
で
す
よ
ね
。

ま
た
、
田
園
風
景
も
期
待
出
来
ま
す
。
そ

れ
を
活
か
し
て
、
お
米
を
使
っ
た
ク
ッ
キ

ン
グ
教
室
等
の
講
習
会
、
子
供
た
ち
を
集

め
て
磐
梯
山
と
田
園
風
景
を
描
く
写
生
会

な
ど
も
あ
っ
て
も
い
い
の
か
な
ぁ
と
思
い

ま
す
。

○
人
の
駅
の
部
分
の
会
議
室
で
イ
ベ
ン
ト

や
講
習
会
も
行
う
予
定
で
す
。

風
間

：

イ
ベ
ン
ト
を
企
画
す
る
だ
け
で
も

大
変
で
す
ね
。
本
当
に
イ
ベ
ン
ト
専
属
の

企
画
者
も
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
し
、
そ

れ
を
一
人
で
や
る
の
も
大
変
で
し
ょ
う
か

ら
、
チ
ー
ム
に
な
っ
て
や
ら
な
い
と
い
け

な
い
で
し
ょ
う
し
。

○
大
変
で
す
が
、
若
い
方
々
を
主
に
し

て
、
勉
強
を
し
つ
つ
も
自
分
た
ち
で
も
企

画
し
て
も
ら
う
よ
う
に
な
る
と
ベ
ス
ト
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

風
間

：
若
い
人
の
視
点
と
い
う
の
は
大
事

で
す
。
私
た
ち
み
た
い
に
既
成
概
念
に
捉

わ
れ
て
い
る
人
で
な
い
、
新
し
い
発
想
が

あ
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
ね
（
笑
）

○
道
の
駅
で
行
っ
て
ほ
し
い
サ
ー
ビ
ス
は

あ
り
ま
す
か
？
イ
ベ
ン
ト
や
出
前
講
座
で

こ
ん
な
の
が
あ
れ
ば
い
い
な
と
思
う
も
の

で
も
い
い
の
で
す
が
。

風
間

：

観
光
情
報
な
ど
の
発
信
地
、
長
時

間
ド
ラ
イ
ブ
や
地
元
の
人
た
ち
も
ホ
ッ
と

一
息
癒
さ
れ
る
環
境
で
、
例
え
ば
フ
ラ

ワ
ー
ガ
ー
デ
ン
で
の
ち
ょ
っ
と
し
た
散
歩
、

子
ど
も
た
ち
が
遊
べ
る
よ
う
な
遊
具
、
地

元
野
菜
を
使
っ
た
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど

大
人
も
子
供
も
ま
た
行
き
た
く
な
る
よ
う

な
道
の
駅
に
な
っ
て
欲
し
い
で
す
ね
。
ま

た
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
教
室
や
道
の
駅
発
歴
史

探
訪
ウ
ォ
ー
ク
な
ど
も
是
非
企
画
し
て
ほ

し
い
で
す
ね
。

○
と
こ
ろ
で
食
材
に
こ
だ
わ
っ
た
レ
ス
ト

ラ
ン
等
に
興
味
は
あ
り
ま
す
か
？

齋
藤

：

あ
り
ま
す
。
今
、
田
舎
レ
ス
ト
ラ

ン
等
が
見
直
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
産
地
消

と
い
っ
た
食
材
に
こ
だ
わ
る
と
こ
ろ
に
共

感
で
き
ま
す
。

○
こ
の
近
辺
で
、
よ
く
行
く
レ
ス
ト
ラ
ン

は
あ
り
ま
す
か
？

齋
藤

：

レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

自
然
食
品
を
使
っ
た
料
理
を
出
す
お
店
が

あ
る
の
で
、
そ
こ
に
は
行
き
ま
す
。
タ
カ

キ
ビ
、
粟
な
ど
五
穀
料
理
が
食
べ
ら
れ
ま

す
。
地
元
の
特
別
な
野
菜
が
あ
れ
ば
い
い

の
で
す
が
、
そ
れ
は
難
し
い
か
な
ぁ
。

○
道
の
駅
で
も
、
地
元
食
材
は
使
っ
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

齋
藤

：

湯
川
や
会
津
坂
下
産
の
お
米
は
と

て
も
お
い
し
い
の
で
、
期
待
し
て
い
ま
す
。

ま
た
「
お
そ
ば
」
も
特
産
品
で
す
の
で
ド

ン
ド
ン
ア
ピ
ー
ル
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。

○
ど
ん
な
道
の
駅
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す

か
？

齋
藤

：

地
元
の
人
が
「
道
の
駅
に
行
こ
う

ね
」
っ
て
な
っ
た
ら
、
面
白
い
で
す
よ
ね
。

女
性
グ
ル
ー
プ
で
「
お
い
し
い
も
の
を
食

べ
に
行
こ
う
」
っ
て
い
う
話
に
な
っ
た
と

き
に
、
坂
下
以
外
の
若
松
や
喜
多
方
に
行

く
の
で
な
く
、
道
の
駅
に
素
敵
な
ビ
ュ
ッ

フ
ェ
が
あ
っ
て
「
お
い
し
い
お
野
菜
が
食

べ
ら
れ
て
お
い
し
い
コ
ー
ヒ
ー
が
飲
め
る

か
ら
行
こ
う
ね
」
っ
て
な
っ
た
ら
い
い
で

す
よ
ね
。
旅
行
や
ド
ラ
イ
ブ
で
立
ち
寄
っ

た
人
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
地
元
の
人
も
集

え
る
よ
う
な
場
所
に
な
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

○
齋
藤
さ
ん
は
語
り
部
の
会
に
所
属
し
て

い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
ど
の
く
ら
い
の

頻
度
で
「
語
り
」
に
行
く
ん
で
す
か
？

齋
藤

：

夏
休
み
期
間
中
は
育
成
会
や
子
ど

も
会
で
の
「
語
り
」
が
多
い
で
す
。
普
段

は
会
津
自
然
の
家
の
依
頼
で
夜
に
「
語
り
」

を
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
子
ど
も
達
の

昼
間
の
活
動
が
終
わ
っ
て
、
夕
食
や
お
風

呂
の
後
に
選
択
制
で
「
会
津
の
民
話
」
を

選
べ
ま
す
。
そ
こ
に
月
３
、４
回
行
っ
て

い
ま
す
ね
。

○
こ
の
近
く
（
村
田
と
か
、
金
上
と
か
、

阿
賀
川
な
ど
）
の
お
話
も
あ
る
ん
で
す

か
？

齋
藤

：

語
り
継
が
れ
て
い
る
民
話
が
あ
り

ま
す
。
会
津
坂
下
町
の
民
話
で
よ
く
語
る

の
は
塔
寺
の
お
話
で
す
。
立
木
観
音
に

「
鰐わ

に
ぐ
ち口

」
っ
て
あ
る
で
し
ょ
う
？
　
そ
の

話
は
「
立
木
観
音
の
ご
利
益
」
に
ま
つ
わ

る
お
話
で
す
。
ま
た
「
茶
碗
塚
地
蔵
」
を

よ
く
語
り
ま
す
。
子
ど
も
達
が
聞
い
て
も

十
分
に
わ
か
る
話
で
す
。
私
の
十
八
番
か

も
し
れ
ま
せ
ん
（
笑
）

風間いく子さん

齋藤恵子さん
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町史編さんだより

 
会
津
盆
地
の
縄
文
時
代
　
そ
の
二

　「
会
津
坂
下
町
郷
土
学
習
副
読
本
‐
　

　
　
　
坂
下
学
の
す
す
め
」
か
ら

　
　
縄
文
時
代
の
食
料

　
お
よ
そ
一
万
年
続
い
た
縄
文
時
代
の
会
津

盆
地
に
は
ど
の
よ
う
な
食
料
源
が
存
在
し
て

い
た
の
か
を
、『
会
津
坂
下
町
史
文
化
編
』

（
昭
和
五
十
年
度
発
刊
）
と
『
同
歴
史
編
』

（
昭
和
五
十
三
年
度
発
刊
）
等
か
ら
探
っ
て

み
ま
す
。

　
一
万
年
程
前
に
温
暖
化
に
よ
っ
て
、
海
面

の
高
さ
、
列
島
の
概
形
、
気
温
・
気
候
、
動

植
物
の
生
態
な
ど
が
現
在
の
日
本
列
島
の
環

境
に
近
く
な
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
ま

す
。
定
住
生
活
が
始
ま
っ
た
の
も
縄
文
時
代

で
す
。
今
の
只
見
川
、
阿
賀
川
、
鶴
沼
川
な

ど
に
相
当
す
る
川
が
流
路
は
異
な
る
も
の
の

流
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
川
を
秋
に
遡

上
す
る
サ
ケ
、
マ
ス
の
他
、
ハ
ヤ
・
カ
ジ
カ
・

フ
ナ
等
の
魚
も
捕
獲
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

阿
賀
川
に
沿
っ
て
大
規
模
な
袋
原
・
竈
原
（
か

ま
ど
は
ら
）
遺
跡
等
が
営
ま
れ
て
い
た
の
も
、

漁
労
と
関
係
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
盆
地
の
山
沿
い
に
は
、
熊
・
鹿
・

猪
等
が
頻
繁
に
出
没
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ

ま
す
。   

　
縄
文
時
代
に
は
、

こ
れ
ら
の
獣
が
食
料

の
対
象
に
な
っ
た
は

ず
で
す
。
平
地
で
は

狐
、
狸
、
兎
等
が
棲

息
し
、
川
や
沼
地
に

は
カ
モ
等
が
渡
来
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
植
物
系
の
食
料
と
し
て
は
、
栗
・
ト
チ
の

実
・
ク
ル
ミ
等
の
木
の
実
や
、
ワ
ラ
ビ
、
ゼ

ン
マ
イ
、
キ
ノ
コ
・
タ
ケ
ノ
コ
な
ど
の
山
菜

が
あ
り
ま
す
。
で
ん
ぷ
ん
質
の
高
い
山
芋
、

百
合
根
等
の
保
存
の
利
く
根
菜
類
も
貴
重
な

食
料
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
動
植
物
を
狩
猟
採
集
す
る
こ
と
で
、

縄
文
時
代
の
食
生
活
は
成
り
立
っ
て
い
た
と

推
察
さ
れ
る
の
で
す
。

　
　
狩
猟
採
集
を
支
え
る
道
具

　
弓
矢
の
発
明
や
土
器
の
製
作
を
も
っ
て
縄

文
時
代
の
始
ま
り
と
す
る
の
が
定
説
に
な
っ

て
い
ま
す
。
弓
矢
の
石
鏃
（
や
じ
り
）
を
は

じ
め
、
石
斧
や
石
匙
（
小
刀
と
推
定
）
な
ど

の
石
器
に
合
う
素
材
を
ど
の
よ
う
に
し
て
見

つ
け
た
の
か
、
非
常
に
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ

で
す
。
例
え
ば
、
磨

製
石
器
の
手
触
り
は

と
て
も
滑
ら
か
で
す
。

石
鏃
に
は
会
津
地
方

に
は
な
い
黒
曜
石
で

作
ら
れ
た
も
の
も
見

つ
か
っ
て
い
ま
す
。

石
器
の
工
作
道
具
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
り
た

い
も
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
石
鏃
に
は
、
矢
の
本
体
と
の

接
着
に
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
を
使
っ
た
痕
跡
の
あ

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
縄
文
人
は
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
の
性
質
を
観
察
し
て
い
た
の
で
す
。
一

方
、
漁
獲
の
網
用
の
石
錘
（
お
も
り
）
と
思

わ
れ
る
石
器
も
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
弓
矢

で
動
物
を
捕
獲
し
て
そ
の
肉
を
石
刃
等
で
細

か
く
し
、
み
じ
ん
切
り
し
た
山
菜
や
磨
り
潰

し
た
木
の
実
と
混
ぜ
て
団
子
に
し
て
焼
く
。

こ
の
よ
う
な
食
べ
物
ら
し
き
も
の
が
長
野
県

等
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
衣
服
と
日
用
品

　
縄
文
土
器
の
底
に
は
植
物
繊
維
の
編
み
痕

が
残
っ
て
い
る
例
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
縄

文
時
代
の
初
期
に
は
、
植
物
の
繊
維
で
か
ご

状
の
も
の
を
作
り
、
そ
こ
に
粘
土
を
塗
り
付

け
た
形
跡
の
土
器
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

カ
ラ
ム
シ
や
ア
カ
ソ
等
の
茎
を
水
に
さ
ら

し
、
乾
燥
さ
せ
た
表
皮
で
か
ご
状
の
も
の
を

編
ん
で
い
た
と
推
察
さ
れ
る
の
で
す
。
さ
ら

に
、
こ
の
表
皮
を
細
か
く
裂
き
、
撚
り
合
わ

せ
て
、
一
本
の
糸
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

縄
文
土
器
の
文
様
は
、
カ
ラ
ム
シ
等
の
繊
維

を
撚
っ
た
多
様
な
縄
で
生
み
出
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
技
術
か
ら
、
バ
ッ
グ
、
容

器
、
衣
服
、
敷
物
等
を
作
る
こ
と
も
可
能
に

な
り
ま
す
。
衣
服
は
動
物
の
毛
皮
だ
け
で
は

な
い
は
ず
で
す
。

　
　
英
知
と
努
力

　
現
代
で
も
予
測
し
難
い
天
候
や
天
変
地
異

の
中
で
、
縄
文
人
は
、
様
々
な
危
機
を
乗
り

越
え
て
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
幸
い
な
こ
と

に
、
四
方
を
海
で
囲
ま
れ
外
敵
が
容
易
に
侵

入
で
き
な
い
日
本
列
島
で
の
生
活
は
、
独
自

の
文
化
を
生
む
利
点
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

そ
の
最
大
の
例
が
、
多
様
な
文
様
の
土
器
や

土
偶
で
す
。
言
葉
は
あ
っ
て
も
文
字
が
な
い

中
で
、
技
術
の
伝
承
は
ど
の
よ
う
に
し
て
い

た
の
で
し
ょ
う
か
？

　

考
古
学
の
調
査
に
よ

る

と
、
当

時
、
五
、

六
歳
ま
で
生
き
延
び

る
確
率
は
三
、四
人

に
一
人
位
で
、
十
五

歳
ま
で
生
き
た
人

間
の
平
均
余
命
は
男

女
と
も
十
五
年
か
ら

二
十
年
に
な
る
そ
う

で
す
。
そ
し
て
、
四
十
歳
ま
で
生
き
た
人
は

少
な
か
っ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
る

人
類
学
者
の
、「
人
間
は
環
境
を
知
り
た
い

と
い
う
本
能
を
持
つ
」
と
い
う
言
葉
が
真
実

と
す
る
な
ら
ば
、
縄
文
人
は
平
均
寿
命
約

三
十
年
の
中
、
私
た
ち
の
想
像
も
つ
か
な
い

能
力
を
発
揮
し
て
、
自
然
と
調
和
す
る
方
法

を
生
み
出
し
、
様
々

な
土
器
や
土
偶
を

作
っ
て
、
次
世
代
へ

の
技
術
の
伝
承
と
し

た
の
で
は
と
も
思
わ

れ
て
き
ま
す
。
こ
の

一
万
年
に
も
及
ぶ
再
生
へ
の
く
り
返
し
が
、

紀
元
前
の
五
百
年
か
ら
三
百
年
頃
の
縄
文
時

代
の
終
末
期
の
人
口
の
著
し
い
増
加
に
つ
な

が
っ
て
い
っ
た
要
因
の
一
つ
な
の
で
し
ょ
う
。

　
当
時
の
社
会
の
着
実
な
発
展
は
、
縄
文
人

の
英
知
と
努
力
に
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
縄
文
人
の

後
裔
で
あ
る
今
の
私
た
ち
も
持
っ
て
い
る
の

で
す
。

 

問
い
合
わ
せ
先
　
町
史
編
さ
ん
室
　

 

電
話
83
―

２
２
３
４
㈹

土偶頭部（袋原遺跡出土）

石器類（北川前遺跡出土）

縄文土器（盗人沢遺跡出土）土偶頭部（宇内馬場遺跡出土）
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食育だより

～JA 会津みどり女性部坂下町支部の取り組み～

♪おすすめレシピ♪ 作り方

① にらは３cm 位に切る。玉ねぎはあらいみじん切り

にする。にんじんはいちょう切りにする。えのき茸

を食べやすい大きさに切る。

② 鍋に水１ℓを入れ①の玉ねぎとにんじん、えのき茸

を入れ、コンソメを加えて煮る。

③ ②が煮立ったら溶き卵にパン粉を混ぜたもの（フラ

イ作りで残ったものでも充分）を入れ、①のにらも

入れる。薄口しょうゆを加えて味を調える。

☆ えのき茸はがん予防効果抜群です！

☆★９月 19 日 食イクの日・家庭料理の日★☆

材料（約４人分）

講習会のメニューは、

タウリン豊富な貝柱を使った「もっともなっとくご飯」

箸のたつような「ニラのふわふわスープ」

食欲をそそる「カレー風味のかつおステーキ」

手軽に作れる「ひらひらシューマイ」

カロリーと塩分が控えられる「一番だしのジュレサラダ」

デザートにさっぱりと「レモン寒天」

☆えのき茸 1 袋

にら 100g

玉ねぎ 100ｇ

にんじん 50ｇ

卵 ２個

パン粉 １カップ

コンソメ固形 ２個

薄口しょうゆ 大さじ１

健全な食と農を次世代に引き継ぐために``夏の食材で

幸せメニュー``をテーマに「食を整える」「食育は未来投

資」「幸福は口福から」というコンセプトで添加物なし

の多数食材を使って料理講習を開催しました。

これからも活動をひろげ、家族の口福、食を守るものとして、年に何回かの料理講習

を開催する予定です。

講師 湯川村主任栄養士：室井つな子先生
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図書室だより

中央公民館

図書室だより Vol.39
中央公民館図書室 TEL 83-3010 （定休日:毎月第２火曜日）

9月は別名「長月」。だんだんと夜が長くなる、そんな月です。秋の夜長には読書がおすすめです。

ぜひこの機会に、読書の習慣をつけてみてはいかがですか？

《他にも新着本あります。ぜひ中央公民館図書室に足をお運び下さい。》

一般向 アンのゆりかご：村岡花子の生涯

村岡恵理 著

マガジンハウス

戦争中、命がけで『赤毛のアン』を翻訳した村岡

花子さんの情熱に満ちた生涯を、孫娘が追いかけ

て描いた心温まる評伝です。

来春の NHK 朝ドラの原案となる本です。

一般向 想像ラジオ

いとうせいこう 著

河出書房新社

「想像」という電波を使って「あなたの想像力の

中だけ」に聞こえる『想像ラジオ』。リスナーから

次々と届くメールを軽快に読み上げる DJ アーク

だが、なぜ自分がひとりで高い木のてっぺんにい

るのか状況がつかめない。

絵本 さがしています

アーサー・ビナード 作

岡倉禎志 絵

岩崎書店

持ち主を亡くし被曝したモノ達。彼らは語ります。

ヒロシマで体験したあの日、あの瞬間のことを。

今も探し続けている大切な人、持ち主たちのこと

を。（厚生労働省児童福祉文化財の推薦図書にもな

っています。）

絵本 おじいちゃんがおばけになったわけ

キム・フォップス・オーカソン 文

あすなろ書房

おじいちゃんが亡くなった夜、何かを忘れたと言

うおじいちゃんのゆうれいが、エリックの前に現

れます。エリックはおじいちゃんとともに、おじ

いちゃんがこの世に忘れた何かを探しはじめま

す。

○ブックスタート実施のお知らせ

9 月 24 日（火）に 10 か月児健診のお子さ

んを対象にブックスタートを実施します。

実施場所：健康管理センター

実施時間：10 か月児健診時

○あづま号図書貸出停止のお知らせ

県立図書館の移動図書館あづま号の次回来館日

は 10 月 8 日の予定です。つきましては、9 月

10 日よりあづま号図書の貸出を停止させていた

だきます。あづま号の図書を借りられている方は

期限内の返却にご協力お願いいたします。


