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「桜の架け橋」
撮影：和田　浩司さん（滑川本町在住）
撮影場所：日立駅

　薄
暗
い
夕
暮
れ
時
は
人
の
顔
を
見
分
け

に
く
く
な
り
、「
誰
だ
あ
れ
は
」と
い
う
意

味
で「
誰
（
た
）
そ
彼
（
か
れ
）
」と
言
っ
た
こ
と

が
黄
昏
の
語
源
と
さ
れ
る
。そ
の
黄
昏
時
、

多
賀
山
地
の
峰
に
沈
ん
だ
夕
陽
は
そ
の
身

を
完
全
に
隠
し
た
。
山
の
端
に
残
っ
て
い

る
夕
焼
け
も
や
が
て
間
も
な
く
薄
れ
、
辺

り
は
夕
闇
に
包
ま
れ
る
。
入
れ
替
わ
る
よ

う
に
灯
り
が
ぽ
つ
ぽ
つ
と
点
り
は
じ
め
、

徐
々
に
街
は
夜
の
姿
へ
変
わ
る
。年
の
瀬
、

駅
前
の
一
角
は
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
明

か
り
に
よ
っ
て
普
段
と
は
違
っ
た
表
情
を

覗
か
せ
る
。

　海
を
目
指
す
か
の
よ
う
に
伸
び
る
日
立

駅
の
空
中
通
路
を
、
家
路
へ
と
急
ぐ
会
社

員
や
学
生
た
ち
が
行
き
交
う
。
仕
事
や
学

業
で
疲
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
足
取

り
に
重
さ
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
同
僚
や
友

人
と
屈
託
な
く
言
葉
を
交
わ
す
表
情
か
ら

は
、
束
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
寛
い
で
い
る

様
子
が
読
み
取
れ
る
。「
お
疲
れ
様
」「
ま

た
明
日
」。
改
札
の
先
で
挨
拶
を
交
わ
す

人
た
ち
は
、
こ
れ
か
ら
別
々
の
電
車
に
乗

る
の
だ
ろ
う
。

　改
札
口
の
手
前
で
じ
っ
と
佇
み
、
家
族

の
帰
り
を
待
つ
女
性
が
居
る
。
時
折
吹
き

抜
け
る
木
枯
ら
し
に
身
を
す
く
め
な
が
ら

も
、
そ
の
背
中
か
ら
は
ど
こ
か
温
も
り
を

感
じ
さ
せ
る
。
や
が
て
駅
の
ホ
ー
ム
か
ら

ど
っ
と
人
が
出
て
く
る
。
そ
の
中
か
ら
待

ち
人
の
姿
を
見
つ
け
て
一
気
に
表
情
が
緩

む
。「
お
か
え
り
」「
た
だ
い
ま
」。
帰
り
を

待
つ
人
の
存
在
、
そ
れ
だ
け
で
ど
れ
だ
け

心
に
安
ら
ぎ
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ

う
。　何

気
な
い
、
し
か
し
か
け
が
え
の
な
い

日
常
の
一
コ
マ
。
今
日
も
さ
ま
ざ
ま
な
思

い
を
抱
き
な
が
ら
、
人
々
は
駅
を
利
用
す

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
行
き
先
は
異
な
れ
ど
、

そ
の
足
取
り
は
皆
一
様
に
明
日
へ
と
向

か
っ
て
い
る
。

２ エッセイ　　金澤　和成さん　
日立市文化少年団ご紹介 
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　私
が
H
i
タ
ッ
チ
ら
ん
ど
・
ハ
レ

ニ
コ
！
（
以
下
、
ハ
レ
ニ
コ
！
）
に

勤
め
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
は
、

家
内
の
紹
介
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
。

　定
年
退
職
後
、
ま
だ
体
力
の
あ
る

う
ち
に
、「
長
野
県
に
数
ヶ
月
移
り

住
ん
で
、
名
山
に
登
っ
て
は
温
泉
三

昧
の
生
活
を
す
る
。」
と
密
か
に
画

策
し
て
い
た
と
こ
ろ
、家
内
か
ら
「
ハ

レ
ニ
コ
！
と
い
う
子
供
の
遊
び
場
が

あ
っ
て
、
猫
の
手
も
借
り
た
い
の
で

手
伝
っ
て
あ
げ
て
ね
。
素
敵
な
奥
様

達
が
働
い
て
い
る
し
、
楽
し
い
と
思

う
わ
よ
。」
と
の
一
言
で
、
ち
ょ
っ

ぴ
り
気
持
ち
が
揺
ら
ぎ
、
後
日
、
ハ

レ
ニ
コ
！
の
管
理
母
体
で
あ
る
、

N
P
O
法
人
『
子
ど
も
大
学
常
陸
』

の
理
事
長
に
お
会
い
し
た
途
端
、

N
P
O
が
掲
げ
る
理
念
に
共
感
し
た

私
は
「
手
伝
わ
せ
て
く
だ
さ
い
！
」
と
、

あ
っ
さ
り
夢
を
捨
て
猫
の
手
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　ハ
レ
ニ
コ
！
に
勤
め
て
も
う
す
ぐ

１
年
。
毎
日
が
慌
た
だ
し
い
か
ら
な

の
か
、
時
の
経
過
は
早
い
。
と
に
か

く
子
供
た
ち
の
楽
し
そ
う
な
声
が
聞

こ
え
て
く
る
職
場
は
と
て
も
楽
し
い
。

　お
母
さ
ん
、
お
父
さ
ん
が
懸
命
に

子
ど
も
と
一
緒
に
な
っ
て
遊
ぶ
姿
は

微
笑
ま
し
い
し
、
時
に
は
、
帰
り
た

く
な
い
と
駄
々
を
こ
ね
る
子
も
、
泣

い
た
り
す
る
子
も
い
る
が
、
子
ど
も

の
す
る
こ
と
す
べ
て
が
い
と
お
し
く

て
た
ま
ら
な
い
。
や
は
り
子
ど
も
は

「
宝
」
だ
。
登
山
と
温
泉
三
昧
も
魅

力
的
だ
が
、
ど
う
や
ら
私
に
は
、
ハ

レ
ニ
コ
！
が
性
分
に
合
っ
て
い
る
よ

う
だ
。

　ハ
レ
ニ
コ
！
は
、
屋
内
の
遊
び
場

施
設
で
あ
る
。
日
立
駅
前
の
旧
イ

ト
ー
ヨ
ー
カ
ド
ー
が
テ
ナ
ン
ト
で

入
っ
て
い
た
施
設
の
４
階
に
あ
る
。

今
は
日
立
Ｓ
Ｃ（
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ

ン
タ
ー
）
と
い
う
。

　人
気
上
位
の
遊
具
は
、
ボ
ー
ル

プ
ー
ル
、
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
の
よ
う
に

跳
ね
る
エ
ア
ー
キ
ャ
ッ
ス
ル
。
女
の

子
に
は
、
お
ま
ま
ご
と
セ
ッ
ト
も
定

番
だ
。
先
日
は
、
ぱ
ん
だ
ー
る
く
ん

と
ね
ば
ー
る
君
も
や
っ
て
き
た
。

　年
に
数
回
、
要
請
に
応
じ
て
、
出

張
ハ
レ
ニ
コ
！
も
行
っ
て
い
る
。
今

年
も
那
珂
市
の
茨
城
県
植
物
園
で
実

施
し
た
。

　ハ
レ
ニ
コ
！
は
、
遊
び
場
事
業
の

他
に
、「
子
ど
も
大
学
常
陸
」
の
目

的
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
、
子
ど
も

た
ち
に
大
学
レ
ベ
ル
の
知
識
を
わ
か

り
や
す
く
学
ん
で
も
ら
う
た
め
、「
各

種
ゼ
ミ
」
も
行
っ
て
い
る
。

　ま
た
、
子
育
て
中
の
方
を
支
援
す

る
た
め
「
お
さ
が
り
交
換
会
」
や

「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
も
実
施
し
て

い
る
。

　託
児
も
行
っ
て
い
る
が
、
利
用
実

績
は
ま
だ
少
な
い
。
将
来
は
、
立
地

の
良
さ
を
生
か
し
て
託
児
を
含
め
利

用
実
績
を
増
や
し
た
い
。
子
育
て
し

や
す
い
日
立
市
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着

し
、「
子
育
て
を
す
る
な
ら
日
立
市

だ
！
」
と
周
辺
市
町
村
か
ら
も
語
ら

れ
る
域
に
達
し
た
い
も
の
だ
。
少
し

で
も
ハ
レ
ニ

コ
！
が
、
そ
れ

に
貢
献
で
き
れ

ば
と
て
も
う
れ

し
い
。

ほっこり！素敵な出会いほっこり！素敵な出会い

まちのサロン　市民会館まちのサロン　市民会館

エッセイ 108

　市民会館は昭和50年代まで

市民の結婚式と披露宴の会場

としてとても賑わっていたとい

う。当時は社会が豊かになり、

増加する式の需要を公的施設

が受け止めていた時代だった。

　暦によっては朝から晩まで予

約でいっぱいになったため、絶

対にダブルブッキングは許され

なかったという（結婚式に限っ

たことではないが）。しかし、

年々結婚式の利用件数は減少

の一途をたどり、平成に入ると

皆無となった。結婚式場関連施

設は次第に別の用途で活用さ

れるようになっていった。

　窓が無かった式場は、現在倉

庫として活用されている。まず、

会議室より壁紙が豪華。そして

床は赤絨毯（倉庫なのに！）。展

示パネルを片付ける時、厳かな

空気を感じることがあった。

（倉庫として丁度よい広さで、本

当に重宝している。）今まで何

組のご夫婦がここで式を挙げ、

幸せな家庭を築いたのだろう

か。荷物を運びながら思いを馳

せる。これも市民会館の歴史の

1ページである。

金澤　和成

日立グループ会社を定年退職後、NPO法

人「子ども大学常陸」で事務局を担当。

来年は、ハレニコ！で小学生を対象に

「ウクレレ講座」を計画中。簡単コード

で「踊るポンポコリン」を弾いて歌う

内容だ。子どもや高齢者の脳に効く

「音楽ゼミ」にも取り組んでいく。

金澤  和成（かなざわ  かずなり）

結婚式が挙げられたんです

ハレニコ！遊び場、
ボールプール、おままごと
ハレニコ！遊び場、

ボールプール、おままごと

出張ハレニコ！出張ハレニコ！

子どもはひたちの「宝」

ぱんだーるくんとねばーる君ぱんだーるくんとねばーる君

田切ゼミ（日立の化石を探そう）田切ゼミ（日立の化石を探そう）

ハレニコ！

（3）

い
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

　書
く
こ
と
も
大
切
で
す
が
、集
中
力
を

高
め
る
こ
と
も
重
要
視
し
て
い
ま
す
。

　小
・
中
学
校
の
書
写
指
導
も
随
時
行
っ

て
お
り
ま
す
。そ
の
他
、茨
城
新
聞
紙
上

展（
任
意
）、J
A
共
済
茨
城
県
小
・
中
学

生
書
道
コ
ン
ク
ー
ル
展（
夏
休
み
の
宿

題
）な
ど
を
指
導
す
る
な
ど
、日
本
の
伝

統
文
化
で
あ
る
、書
へ
の
一
助
に
な
れ
ば

と
願
っ
て
い
ま
す
。

　現
在
、私
た
ち
日
立
書
道
連
盟
に
は
、

団
員
登
録
者
が
約
2
7
5
名
、市
内
に
約

30
名
の
指
導
者
が
お
り
ま
す
。

　そ
れ
ぞ
れ
の
教
室
で
毛
筆
に
よ
る
文

字
を
綺
麗
に
形
よ
く
、楽
し
く
書
け
る
よ

う
指
導
し
て

お
り
ま
す
。

　ひ
た
ち
こ

ど
も
芸
術
祭

で
は
、毛
筆

を
初
め
て
体

験
す
る
お
子

様
も
お
り
、

最
初
の
出
会

　日
立
市
文
化
少
年
団 

「
日
立
フ
ラ

サ
ー
ク
ル
レ
フ
ア
」 

は
、２
０
０
４
年
か

ら
活
動
を
始
め
た
ハ
ワ
イ
の
伝
統
舞
踊

の
フ
ラ
を
学
ん
で
い
る
少
年
団
で
す
。ア

ロ
ハ
の
心
で
あ
る
愛
を
大
切
に
、一
緒
に

踊
る
フ
ラ
シ
ス
タ
ー
達
と
心
を
合
わ
せ

て
笑
顔
で
丁
寧
に
踊
る
こ
と
を
目
標
に

練
習
を
重
ね
て
い
ま
す
。フ
ラ
の
曲
の
多

く
は
愛
や
自
然
へ
の
感
謝
を
語
っ
て
お

り
、私
た
ち
は
フ
ラ
を
通
じ
て
太
陽
の
輝

き
や
花
の
美
し
さ
、荘
厳
な
山
々
や
大
切

な
人
へ
の
愛
を
学
び
、そ
れ
を
笑
顔
で
踊

り
な
が
ら
表
現
し
ま
す
。最
初
は
誰
で
も

上
手
く
踊
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
。し
か
し

日
々
練
習
を
重
ね
る
事
に
よ
っ
て
、子
ど

も
た
ち
は
可
愛
い
笑
顔
で
素
敵
に
フ
ラ

を
踊
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。そ
し
て
子
ど
も
た
ち
は
フ
ラ
を
見
た

方
々
か
ら
褒
め
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ

て
自
信
が
つ
き
、そ
の
自
信
が
子
ど
も
た

ち
自
身
の
成
長
へ
導
い
て
く
れ
て
い
る

と
信
じ
て
い
ま
す
。土
曜
日
の
午
後
３
時

か
ら
練
習
を
し
て
い
ま
す
の
で
、フ
ラ
を

始
め
て
み
た
い
方
は
ぜ
ひ
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

101

日々を詠む
にち にち よ

《選・評　樫村　奎子》

タ
ク
シ
ー
を
手
前
で
降
り
て
し
ば
ら
く
を

　
　
　
　
　歩
い
て
帰
る
小
春
日
の
午
後

　秋
晴
れ
の
続
く
春
の
よ
う
な
お
だ
や
か
な
午
後
で
あ

る
。
用
事
を
終
え
て
の
帰
り
道
、
い
つ
も
よ
り
少
し
手

前
で
タ
ク
シ
ー
を
降
り
、
野
の
道
を
ゆ
っ
く
り
歩
く
。

八
十
歳
を
超
え
て
な
お
、
心
に
わ
だ
か
ま
り
の
な
い
日

常
を
さ
り
げ
な
く
詠
ん
で
い
て
共
感
を
覚
え
る
。

（
作
者
は
多
賀
短
歌
会
会
員
）

黒
澤

　正
則

日
立
書
道
連
盟

日
立
書
道
連
盟

日
立
フ
ラ
サ
ー
ク
ル 

レ
フ
ア

日
立
フ
ラ
サ
ー
ク
ル 

レ
フ
ア

　
日
立
市
文
化
少
年
団

を
ご
存
じ
で
し
ょ
う

か
？
日
立
市
で
は
現
在

２５
の
文
化
少
年
団
が
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
で
文
化

活
動
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。ど
の
団
体
も
幼

少
期
か
ら
多
様
な
文
化

に
触
れ
、日
本
の
伝
統

文
化
や
新
し
い
生
活
文

化
を
学
ば
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、次
世
代
へ
の
文

化
の
継
承
と
い
う
意
味

で
も
文
化
少
年
団
は
大

切
な
役
割
を
担
っ
て
い

ま
す
。毎
号
２
団
体
ず

つ
、本
誌
面
で
紹
介
し

て
ま
い
り
ま
す
。

日立市文化少年団ご紹介日立市文化少年団ご紹介さまざまな
　文化に触れよう！
さまざまな
　文化に触れよう！

日立書道連盟の案内

活動日時　年間をとおして活動（活動日は教室ごとに異なります。）
会　　場　市内各教室
会　　費　体験学習として２回は無料。その後は指導と相談の
　　　　　うえ決定。
参加資格　なし
そ の 他　入団を希望する場合、問い合わせ時にお近くの教室
　　　　　を紹介します。
問い合わせ　日立書道連盟　小山さち子　0294-42-2698

日立フラサークル レフアの案内 

活動日時　月３回土曜日　15：00～16：00

会　　場　スタジオBell（東金沢町）

会　　費　3,000円/月

参加資格　概ね３歳から（親子も歓迎）

問い合わせ　富岡かず恵　0294-35-6458
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。
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少
年
団 

「
日
立
フ
ラ

サ
ー
ク
ル
レ
フ
ア
」 

は
、２
０
０
４
年
か

ら
活
動
を
始
め
た
ハ
ワ
イ
の
伝
統
舞
踊

の
フ
ラ
を
学
ん
で
い
る
少
年
団
で
す
。ア

ロ
ハ
の
心
で
あ
る
愛
を
大
切
に
、一
緒
に

踊
る
フ
ラ
シ
ス
タ
ー
達
と
心
を
合
わ
せ

て
笑
顔
で
丁
寧
に
踊
る
こ
と
を
目
標
に

練
習
を
重
ね
て
い
ま
す
。フ
ラ
の
曲
の
多

く
は
愛
や
自
然
へ
の
感
謝
を
語
っ
て
お

り
、私
た
ち
は
フ
ラ
を
通
じ
て
太
陽
の
輝

き
や
花
の
美
し
さ
、荘
厳
な
山
々
や
大
切

な
人
へ
の
愛
を
学
び
、そ
れ
を
笑
顔
で
踊

り
な
が
ら
表
現
し
ま
す
。最
初
は
誰
で
も

上
手
く
踊
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
。し
か
し

日
々
練
習
を
重
ね
る
事
に
よ
っ
て
、子
ど

も
た
ち
は
可
愛
い
笑
顔
で
素
敵
に
フ
ラ

を
踊
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。そ
し
て
子
ど
も
た
ち
は
フ
ラ
を
見
た

方
々
か
ら
褒
め
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ

て
自
信
が
つ
き
、そ
の
自
信
が
子
ど
も
た

ち
自
身
の
成
長
へ
導
い
て
く
れ
て
い
る

と
信
じ
て
い
ま
す
。土
曜
日
の
午
後
３
時

か
ら
練
習
を
し
て
い
ま
す
の
で
、フ
ラ
を

始
め
て
み
た
い
方
は
ぜ
ひ
お
待
ち
し
て

お
り
ま
す
。

101

日々を詠む
にち にち よ

《選・評　樫村　奎子》

タ
ク
シ
ー
を
手
前
で
降
り
て
し
ば
ら
く
を

　
　
　
　
　歩
い
て
帰
る
小
春
日
の
午
後

　秋
晴
れ
の
続
く
春
の
よ
う
な
お
だ
や
か
な
午
後
で
あ

る
。
用
事
を
終
え
て
の
帰
り
道
、
い
つ
も
よ
り
少
し
手

前
で
タ
ク
シ
ー
を
降
り
、
野
の
道
を
ゆ
っ
く
り
歩
く
。

八
十
歳
を
超
え
て
な
お
、
心
に
わ
だ
か
ま
り
の
な
い
日

常
を
さ
り
げ
な
く
詠
ん
で
い
て
共
感
を
覚
え
る
。

（
作
者
は
多
賀
短
歌
会
会
員
）

黒
澤

　正
則

日
立
書
道
連
盟

日
立
書
道
連
盟

日
立
フ
ラ
サ
ー
ク
ル 

レ
フ
ア

日
立
フ
ラ
サ
ー
ク
ル 

レ
フ
ア

　
日
立
市
文
化
少
年
団

を
ご
存
じ
で
し
ょ
う

か
？
日
立
市
で
は
現
在

２５
の
文
化
少
年
団
が
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
で
文
化

活
動
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。ど
の
団
体
も
幼

少
期
か
ら
多
様
な
文
化

に
触
れ
、日
本
の
伝
統

文
化
や
新
し
い
生
活
文

化
を
学
ば
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、次
世
代
へ
の
文

化
の
継
承
と
い
う
意
味

で
も
文
化
少
年
団
は
大

切
な
役
割
を
担
っ
て
い

ま
す
。毎
号
２
団
体
ず

つ
、本
誌
面
で
紹
介
し

て
ま
い
り
ま
す
。

日立市文化少年団ご紹介日立市文化少年団ご紹介さまざまな
　文化に触れよう！
さまざまな
　文化に触れよう！

日立書道連盟の案内

活動日時　年間をとおして活動（活動日は教室ごとに異なります。）
会　　場　市内各教室
会　　費　体験学習として２回は無料。その後は指導と相談の
　　　　　うえ決定。
参加資格　なし
そ の 他　入団を希望する場合、問い合わせ時にお近くの教室
　　　　　を紹介します。
問い合わせ　日立書道連盟　小山さち子　0294-42-2698

日立フラサークル レフアの案内 

活動日時　月３回土曜日　15：00～16：00

会　　場　スタジオBell（東金沢町）

会　　費　3,000円/月

参加資格　概ね３歳から（親子も歓迎）

問い合わせ　富岡かず恵　0294-35-6458

2
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後
継
者
・
荒
木
十
畝
と
「
守
旧
漸
新
」

　1
8
9
2
年
（
明
治
25
）
に
寛
畝
の

門
に
入
っ
た
荒
木
十
畝
は
、
翌
年
に
は

寛
畝
の
養
子
と
な
り
、
1
9
1
5
年

（
大
正
4
）
に
寛
畝
が
没
す
る
と
十

畝
は
読
画
会
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
新

し
い
日
本
画
の
在
り
方
を
構
想
す

る
。
彼
は
古
い
手
法
・
考
え
方
も
、

急
進
的
な
西
欧
絵
画
へ
の
傾
倒
も
、

そ
れ
ぞ
れ
だ
け
で
は
新
し
い
日
本
画

の
創
造
を
妨
げ
る
と
考
え
た
。
そ
こ

で
打
ち
出
し
た
の
が
双
方
を
止
揚
す

る
「
守
旧
漸
新
」
の
中
庸
主
義
で
あ

る
。　綿

密
な
自
然
観
照
に
よ
っ
て
対

象
と
同
化
し
、
そ
の
「
有
情
性
」

を
汲
み
取
っ
て
は
じ
め
て
表
現
た

り
う
る
と
い
う
十
畝
の
認
識
は
、

歴
史
や
文
学
を
題
材
に
し
て
思
想

性
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
日
本
美

術
院
の
画
家
た
ち
の
試
み
な
ど
と

比
較
す
る
と
、
よ
り
神
秘
主
義
的

な
も
の
の
よ
う
で
も
あ
る
。「
自
然

は
言
葉
な
く
し
て
形
を
以
て
告
げ

る
。
こ
の
形
の
言
葉
を
解
せ
ざ
る

者
は
藝
術
家
の
資
格
な
し
」（
荒
木

十
畝
『
東
洋
画
論
』
1
9
4
2
年
）

と
い
う
言
は
、
西
洋
的
写
実
を
駆
使

し
な
が
ら
東
洋
的
感
性
を
描
き
出
そ

う
と
し
た
彼
の
芸
術
観
を
伝
え
る
。

　大
正
時
代
に
十
畝
の
筆
致
は
柔
ら

か
く
繊
細
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
。

こ
れ
は
描
法
の
変
化
の
み
な
ら
ず
、

当
時
の
美
術
の
多
様
な
拡
が
り
に
呼

応
し
た
も
の
と
も
思
わ
れ
、
五
島
耕

畝
ら
に
も
波
及
し
て
、
読
画
会
の
花

鳥
画
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。

茨
城
・
日
立
ゆ
か
り
の
画
家
た
ち
と

茨
城
美
術
展

　茨
城
県
出
身
の
読
画
会
・
荒
木
一

門
の
有
力
画
家
と
し
て
は
、
日
立
の

五
島
耕
畝
と
関
啓
畝
、
藤
代
の
永
田

春
水
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　五
島
耕
畝
は
前
号
で
紹
介
し
た
と

お
り
の
古
株
で
あ
り
、
正
確
な
自
然

観
照
に
も
と
づ
く
花
鳥
画
は
、
こ
と

に
よ
っ
て
は
十
畝
よ
り
も
実
直
に
寛

畝
の
画
風
を
敷
延
し
て
い
る
か
の
よ

う
で
も
あ
る
。
耕
畝
の
親
戚
筋
に
あ

た
る
関
啓
畝
は
、
早
世
し
て
し
ま
っ

た
ゆ
え
に
残
さ
れ
た
作
品
が
少
な
い

こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
が
、
代
表
作
に

み
ら
れ
る
卓
抜
な
描
写
力
と
、
琳
派

風
に
反
復
す
る
装
飾
的
な
画
面
構
成

に
は
目
を
瞠
る
も
の
が
あ
る
。

　永
田
春
水
は
東
京
美
術
学
校
で
寺

崎
広
業
ら
に
師
事
し
た
後
に
寛
畝
門

下
と
な
っ
た
経
歴
を
持
ち
、
一
門
の

中
で
も
ひ
と
き
わ
繊
細
か
つ
優
美
な

画
風
を
示
す
存
在
で
あ
る
。
そ
の
作

品
は
昭
和
初
期
に
帝
展
で
連
続
特
選

を
受
け
る
な
ど
高
く
評
価
さ
れ
た
。

　彼
ら
は
い
ず
れ
も
官
展
で
活
躍
す

る
と
と
も
に
、
1
9
2
3
年
（
大
正

12
）
に
発
足
し
た
日
本
画
団
体
で
あ

る
茨
城
美
術
展
（
茨
展
）
の
主
要
メ

ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
。
い
は
ら
き
新

聞
社
の
主
催
で
1
9
4
0
年
（
昭
和

15
）
ま
で
続
け
ら
れ
た
茨
城
美
術
展

の
審
査
員
は
当
初
は
横
山
大
観
、
下

村
観
山
、
木
村
武
山
、
小
川
芋
銭
な

ど
日
本
美
術
院
勢
が
中
心
で
あ
っ
た

も
の
の
次
第
に
官
展
系
作
家
が
加
わ

る
よ
う
に
な
り
、
出
品
者
お
よ
び
関

係
者
も
両
勢
力
が
混
在
し
て
い
た
。

　茨
展
に
は
先
の
耕
畝
（
無
鑑
査
・

審
査
員
）、
啓
畝
（
無
鑑
査
）、
春

水
（
無
鑑
査
・
審
査
員
）
の
ほ
か
、

長
山
は
く
（
県
賞
・
無
鑑
査
）、
樫

村
白
圭
（
県
賞
）
と
い
っ
た
日
立

ゆ
か
り
の
画
家
た
ち
が
出
品
し
て

い
る
。
長
山
は
く
は
松
岡
映
丘
に

入
門
し
、
繊
細
な
花
鳥
表
現
で
帝

展
特
選
を
受
け
た
女
流
画
家
で
あ

る
。
樫
村
白
圭
は
1
9
2
2

年
（
大
正
11
）
に
上
京
し
て

絵
画
を
学
び
、
昭
和
戦
前
期

に
再
興
日
本
美
術
院
展
で
入

選
・
受
賞
し
た
作
家
で
あ
る
。

繊
細
か
つ
静
穏
な
花
鳥
画
に

独
自
の
境
地
を
見
せ
、
初
期

の
代
表
作
《
萩
》
は
中
央
画

壇
で
も
高
く
評
価
さ
れ
た
。

む
す
び

　読
画
会
・
荒
木
一
門
は
、

1
9
4
4
年
（
昭
和
19
）
に

荒
木
十
畝
が
亡
く
な
っ
て
以

降
に
消
滅
し
て
し
ま
い
、
今

日
に
至
っ
て
顧
み
ら
れ
る
こ

と
が
少
な
い
状
況
と
い
え

る
。
と
は
い
え
彼
ら
の
作
品

は
、
花
鳥
画
と
い
う
側
面
か

ら
日
本
画
の
近
代
化
を
推
し

進
め
た
存
在
と
し
て
決
し
て

軽
視
で
き
な
い
。
彼
ら
に
よ
っ
て
連

綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
花
鳥
風

月
」
の
自
然
観
が
現
代
的
な
表
現
の

中
に
拡
散
し
、
現
代
の
美
術
家
そ
れ

ぞ
れ
の
作
品
に
散
見
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　読
画
会
や
茨
城
美
術
展
で
活
躍
し

た
画
家
た
ち
の
作
品
に
、
再
び
注
目

が
集
ま
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な

い
。

ふるさと探訪ふるさと探訪パートⅡ－パートⅡ－ 8282

荒木一門の花鳥画と
茨城・日立 （２）
大森　潤也（日立市郷土博物館学芸員）

関啓畝《向日葵図》昭和２～９年（日立市郷土博物館寄託）

は
っ
け
い

ほ

ほ

け
い

こ
う

か
ん

ぽ

じ
っ

ぽ

し
ゅ
ん
す
い

（4）

体
調
が
戻
ら
ず
苦
し
み
ま
し
た
。

定
年
が
近
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

定
年
後
に
空
気
が
き
れ
い
で
自
然

豊
か
な
日
立
の
家
で
で
き
る
仕
事

が
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
妻
が
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
教

室
を
開
い
て

い
ま
し
て
ね
。

実
は
ヴ
ァ
イ

オ
リ
ン
の
修

理
調
整
や
メ

ン
テ
ナ
ン
ス

は
地
方
で
は

な
か
な
か
難

し
い
ん
で
す
。

東
京
や
名
古

屋
に
は
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
工
房
の
老
舗
が
多
く
て
、

わ
ざ
わ
ざ
楽
器
を
送
っ
た
り
持
参

し
た
り
し
て
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
し

て
も
ら
っ
て
い
た
ん
で
す
。
私
は

元
々
木
工
細
工
が
好
き
で
し
た
の

で
、
今
か
ら
で
も
勉
強
で
き
な
い

か
と
考
え
た
ん
で
す
。

　
　
　

 

当
時
、
東
京
に
代
官
山
音

楽
院
と
い
う
学
校
が
あ
り
、
夜
間

に
通
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
仕
事

を
し
な
が
ら
３
年
間
通
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
基
本
的
な
こ
と
は
す
べ
て

専
門
の
講
師
に
教
わ
り
な
が
ら
技

術
を
習
得
し
て
い
き
ま
し
た
。
ほ

と
ん
ど
が
実
技
で
、
修
行
の
よ
う

で
し
た
ね
。
と
て
も
充
実
し
て
い

た
３
年
間
で
し
た
。

　
　
　

 

弓
の
毛
の
張
替
え
な
ど
の

簡
単
な
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
か
ら
、
大

き
な
修
理
作
業
ま
で
一
通
り
行
い
、

月
に
十
数
件
の
依
頼
が
あ
り
ま
す
。

一
人
で
や
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、

受
け
ら
れ
る
依
頼
数
に
も
限
界
が

あ
り
ま
す
。
弦
楽
器
を
扱
う
工
房

は
県
内
で
も
数
軒
、
そ
れ
も
水
戸

以
北
は
私
し
か
い
ま
せ
ん
の

で
、
可
能
な
限
り
お
受
け
す

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

　
　
　

 

古
い
楽
器
の
修
理
だ

と
、
自
然
の
木
で
作
ら
れ
て

い
ま
す
の
で
変
形
し
て
し
ま

う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
変
形

し
た
も
の
を
も
と
の
形
に
矯

正
し
た
り
、
ま
た
無
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
部
品
を
一
か
ら

作
っ
た
り
と
時
間
が
か
か
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
木
の

パ
ー
ツ
を
、
釘
を
使
わ
ず
に
ニ
カ

ワ
で
付
け
て
い
る
だ
け
で
す
の
で
、

あ
る
条
件
下
で
剥
が
れ
て
分
解
修

理
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
16
世
紀
か
ら
ず
っ
と
同
じ
作

り
方
で
現
代
に
至
っ
て
い
ま
す
。

私
の
扱
う
も
の
で
も
２
０
０
年
前

の
物
も
あ
り
ま
す
よ
。

　
　
　

 

道
具
に
も
こ
だ
わ
り
が
あ

り
ま
す
。
専
用
の
工
具
は
海
外
か

ら
ほ
と
ん
ど
を
輸
入
し
て
お
り
ま

す
。
鉋
（
か
ん
な
）

ひ
と
つ
と
っ
て
も

大
き
さ
か
ら
種
類
ま
で
様
々
で
す
。

部
位
や
部
品
に
よ
っ
て
工
具
を
使

い
分
け
て
仕
上
げ
て
い
き
ま
す
。

そ
ん
な
中
で
も
ノ

ミ
な
ど
刃
物
は
日

本
の
物
が
良
い
と

思
い
ま
す
ね
。
鍛

冶
屋
さ
ん
に
発
注

し
て
揃
え
ま
し
た
。

　
　
　

 

ヴ
ァ
イ
オ

リ
ン
は
ひ
と
つ
ひ

と
つ
が
違
っ
て
い

て
同
じ
も
の
が
あ

り
ま
せ
ん
。
一
つ
ず
つ
丁
寧
に
調

べ
て
、
ど
の
よ
う
に
修
理
す
る
べ

き
か
を
お
客
様
に
お
伝
え
し
ま
す
。

ま
た
、
使
っ
て
い
る
楽
器
の
状
態

が
良
く
な
い
状
態
で
あ
る
と
気
づ

か
ず
に
使
っ
て
い
る
人
も
多
い
ん

で
す
。
楽
器
は
正
し
く
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
を
お
こ
な
う
こ
と
で
何
百
年

も
美
し
い
音
楽
を
奏
で
ら
れ
ま
す
。

定
期
的
に
見
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば

楽
器
の
健
康
状
態
を
お
知
ら
せ
す

る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
の
楽
器

本
来
の
力
を
出
せ
る
よ
う
に
し
て

良
い
音
楽
を
演
奏
し
て
も
ら
え
た

ら
と
思
い
ま
す
。

　
　
　

 

楽
器
本
来
の
価
値
は
単
純

に
高
い
か
安
い
か
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
使
う
人
の
思
い
入
れ
が

詰
ま
っ
た
楽
器
を
き
ち
ん
と
残
し

て
い
く
。
そ
の
お
手
伝
い
を
し
て

い
く
の
が
私
の
大
切
な
役
目
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
は
自
分

の
理
想
と
す
る
楽
器
を
作
っ
て
み

た
い
で
す
ね
。
修
理
以
上
に
時
間

が
か
か
り
ま
す
の
で
、
ま
だ
ず
っ

と
先
に
な
る
と
は
思
い
ま
す
が

（
笑
）。

　
　
　

 

東
京
生
ま
れ
、
千
葉
育
ち

で
す
。
大
学
を
出
て
就
職
し
た
企

業
の
日
立
の
事
業
所
に
赴
任
し
、

そ
こ
で
初
め
て
日
立
の
地
を
踏
み

ま
し
た
。
転
勤
族
で
し
た
の
で
海

外
勤
務
も
多
か
っ
た
。
25
年
前
に

日
立
に
家
を
持
ち
ま
し
た
が
、
な

か
な
か
落
ち
着
き
ま
せ
ん
で
し
た

ね
。　

　
　

 

海
外
の
大
気
汚
染
の
ひ
ど

い
地
域
に
勤
務
を
し
て
い
て
体
調

を
崩
し
て
し
ま
っ
た
時
期
が
あ
り

ま
し
た
。
帰
国
し
て
東
京
に
配
属

に
な
っ
た
の
で
す
が
、
し
ば
ら
く

楽
器
本
来
の
力
を
呼
び
お
こ
す
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　海
が
見
え
る
静
か
な
住
宅
地
に
そ
の
工
房
は
あ
っ

た
。「
こ
の
仕
事
を
始
め
て
8
年
。
あ
り
が
た
い
こ
と

に
今
で
は
県
外
の
方
か
ら
も
依
頼
が
あ
り
ま
す
。」

　

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
工
房
の
職
人
谷
口
さ
ん
は
穏
や
か
に

微
笑
ん
だ
。
谷
口
さ
ん
は
ひ
た
ち
ジ
ュ
ニ
ア
弦
楽
合

奏
団
や
日
立
交
響
楽
団
の
楽
器
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
も

引
き
受
け
て
お
り
、
利
用
者
か
ら
の
信
頼
は
厚
い
。

そ
ん
な
谷
口
さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
た
。

谷口ヴァイオリン工房

谷口　能敬さん
（高鈴町）

上：工房の玄関入口のオブジェ
下：修理調整中の楽器たち

普段お目にかかれない工具たち

上：日本とは形状も使い方も違う鉋
下：部位部品によって工具を使い分ける

かんな
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後
継
者
・
荒
木
十
畝
と
「
守
旧
漸
新
」

　1
8
9
2
年
（
明
治
25
）
に
寛
畝
の

門
に
入
っ
た
荒
木
十
畝
は
、
翌
年
に
は

寛
畝
の
養
子
と
な
り
、
1
9
1
5
年

（
大
正
4
）
に
寛
畝
が
没
す
る
と
十

畝
は
読
画
会
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
新

し
い
日
本
画
の
在
り
方
を
構
想
す

る
。
彼
は
古
い
手
法
・
考
え
方
も
、

急
進
的
な
西
欧
絵
画
へ
の
傾
倒
も
、

そ
れ
ぞ
れ
だ
け
で
は
新
し
い
日
本
画

の
創
造
を
妨
げ
る
と
考
え
た
。
そ
こ

で
打
ち
出
し
た
の
が
双
方
を
止
揚
す

る
「
守
旧
漸
新
」
の
中
庸
主
義
で
あ

る
。　綿

密
な
自
然
観
照
に
よ
っ
て
対

象
と
同
化
し
、
そ
の
「
有
情
性
」

を
汲
み
取
っ
て
は
じ
め
て
表
現
た

り
う
る
と
い
う
十
畝
の
認
識
は
、

歴
史
や
文
学
を
題
材
に
し
て
思
想

性
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
日
本
美

術
院
の
画
家
た
ち
の
試
み
な
ど
と

比
較
す
る
と
、
よ
り
神
秘
主
義
的

な
も
の
の
よ
う
で
も
あ
る
。「
自
然

は
言
葉
な
く
し
て
形
を
以
て
告
げ

る
。
こ
の
形
の
言
葉
を
解
せ
ざ
る

者
は
藝
術
家
の
資
格
な
し
」（
荒
木

十
畝
『
東
洋
画
論
』
1
9
4
2
年
）

と
い
う
言
は
、
西
洋
的
写
実
を
駆
使

し
な
が
ら
東
洋
的
感
性
を
描
き
出
そ

う
と
し
た
彼
の
芸
術
観
を
伝
え
る
。

　大
正
時
代
に
十
畝
の
筆
致
は
柔
ら

か
く
繊
細
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
。

こ
れ
は
描
法
の
変
化
の
み
な
ら
ず
、

当
時
の
美
術
の
多
様
な
拡
が
り
に
呼

応
し
た
も
の
と
も
思
わ
れ
、
五
島
耕

畝
ら
に
も
波
及
し
て
、
読
画
会
の
花

鳥
画
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。

茨
城
・
日
立
ゆ
か
り
の
画
家
た
ち
と

茨
城
美
術
展

　茨
城
県
出
身
の
読
画
会
・
荒
木
一

門
の
有
力
画
家
と
し
て
は
、
日
立
の

五
島
耕
畝
と
関
啓
畝
、
藤
代
の
永
田

春
水
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　五
島
耕
畝
は
前
号
で
紹
介
し
た
と

お
り
の
古
株
で
あ
り
、
正
確
な
自
然

観
照
に
も
と
づ
く
花
鳥
画
は
、
こ
と

に
よ
っ
て
は
十
畝
よ
り
も
実
直
に
寛

畝
の
画
風
を
敷
延
し
て
い
る
か
の
よ

う
で
も
あ
る
。
耕
畝
の
親
戚
筋
に
あ

た
る
関
啓
畝
は
、
早
世
し
て
し
ま
っ

た
ゆ
え
に
残
さ
れ
た
作
品
が
少
な
い

こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
が
、
代
表
作
に

み
ら
れ
る
卓
抜
な
描
写
力
と
、
琳
派

風
に
反
復
す
る
装
飾
的
な
画
面
構
成

に
は
目
を
瞠
る
も
の
が
あ
る
。

　永
田
春
水
は
東
京
美
術
学
校
で
寺

崎
広
業
ら
に
師
事
し
た
後
に
寛
畝
門

下
と
な
っ
た
経
歴
を
持
ち
、
一
門
の

中
で
も
ひ
と
き
わ
繊
細
か
つ
優
美
な

画
風
を
示
す
存
在
で
あ
る
。
そ
の
作

品
は
昭
和
初
期
に
帝
展
で
連
続
特
選

を
受
け
る
な
ど
高
く
評
価
さ
れ
た
。

　彼
ら
は
い
ず
れ
も
官
展
で
活
躍
す

る
と
と
も
に
、
1
9
2
3
年
（
大
正

12
）
に
発
足
し
た
日
本
画
団
体
で
あ

る
茨
城
美
術
展
（
茨
展
）
の
主
要
メ

ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
。
い
は
ら
き
新

聞
社
の
主
催
で
1
9
4
0
年
（
昭
和

15
）
ま
で
続
け
ら
れ
た
茨
城
美
術
展

の
審
査
員
は
当
初
は
横
山
大
観
、
下

村
観
山
、
木
村
武
山
、
小
川
芋
銭
な

ど
日
本
美
術
院
勢
が
中
心
で
あ
っ
た

も
の
の
次
第
に
官
展
系
作
家
が
加
わ

る
よ
う
に
な
り
、
出
品
者
お
よ
び
関

係
者
も
両
勢
力
が
混
在
し
て
い
た
。

　茨
展
に
は
先
の
耕
畝
（
無
鑑
査
・

審
査
員
）、
啓
畝
（
無
鑑
査
）、
春

水
（
無
鑑
査
・
審
査
員
）
の
ほ
か
、

長
山
は
く
（
県
賞
・
無
鑑
査
）、
樫

村
白
圭
（
県
賞
）
と
い
っ
た
日
立

ゆ
か
り
の
画
家
た
ち
が
出
品
し
て

い
る
。
長
山
は
く
は
松
岡
映
丘
に

入
門
し
、
繊
細
な
花
鳥
表
現
で
帝

展
特
選
を
受
け
た
女
流
画
家
で
あ

る
。
樫
村
白
圭
は
1
9
2
2

年
（
大
正
11
）
に
上
京
し
て

絵
画
を
学
び
、
昭
和
戦
前
期

に
再
興
日
本
美
術
院
展
で
入

選
・
受
賞
し
た
作
家
で
あ
る
。

繊
細
か
つ
静
穏
な
花
鳥
画
に

独
自
の
境
地
を
見
せ
、
初
期

の
代
表
作
《
萩
》
は
中
央
画

壇
で
も
高
く
評
価
さ
れ
た
。

む
す
び

　読
画
会
・
荒
木
一
門
は
、

1
9
4
4
年
（
昭
和
19
）
に

荒
木
十
畝
が
亡
く
な
っ
て
以

降
に
消
滅
し
て
し
ま
い
、
今

日
に
至
っ
て
顧
み
ら
れ
る
こ

と
が
少
な
い
状
況
と
い
え

る
。
と
は
い
え
彼
ら
の
作
品

は
、
花
鳥
画
と
い
う
側
面
か

ら
日
本
画
の
近
代
化
を
推
し

進
め
た
存
在
と
し
て
決
し
て

軽
視
で
き
な
い
。
彼
ら
に
よ
っ
て
連

綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
「
花
鳥
風

月
」
の
自
然
観
が
現
代
的
な
表
現
の

中
に
拡
散
し
、
現
代
の
美
術
家
そ
れ

ぞ
れ
の
作
品
に
散
見
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　読
画
会
や
茨
城
美
術
展
で
活
躍
し

た
画
家
た
ち
の
作
品
に
、
再
び
注
目

が
集
ま
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な

い
。

ふるさと探訪ふるさと探訪パートⅡ－パートⅡ－ 8282

荒木一門の花鳥画と
茨城・日立 （２）
大森　潤也（日立市郷土博物館学芸員）

関啓畝《向日葵図》昭和２～９年（日立市郷土博物館寄託）

は
っ
け
い

ほ

ほ

け
い

こ
う

か
ん

ぽ

じ
っ

ぽ

し
ゅ
ん
す
い
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申込み・問合せ　日立市民会館 TEL０２９４－２２－６４８１　多賀市民会館 TEL０２９４－３４－１７２７

ロケットくれよん

鈴木  翼

　日
立
市
に
は
市
内
七
か
所
に
「
さ
さ

ら
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

諏
訪
町
に
あ
る
諏
訪
神
社
の
「
さ
さ
ら
」

を
見
学
す
る
機
会
を
得
た
。

　諏
訪
神
社
に
行
く
と
、
ま
ず
目
に
つ

く
の
は
急
な
階
段
を
登
っ
た
先
に
あ
る

鳥
居
と
拝
殿
と
に
掛
か
る
扁
額
、
こ
こ

に
「
諏
訪
第
二
宮
」
と
書
い
て
あ
る
。

諏
訪
神
社
の
本
社
は
、
長
野
県
諏
訪
市

に
あ
る
信
濃
国
一
之
宮
・
諏
訪
大
社
だ
が
、

そ
の
第
二
の
神
社
だ
、
と
堂
々
と
名
乗
っ

て
い
る
の
だ
。
氏
子
た
ち
の
誇
り
を
感

じ
る
。

　さ
て
、「
諏

訪
の
さ
さ
ら
」

だ
が
、今
年
も
、

コ
ロ
ナ
禍
の

た
め
本
来
の

神
社
の
例
祭

で
の
奉
納
は

で
き
な
か
っ

た
が
、
秋
に

開
催
さ
れ
た

「
ひ
た
ち
秋
祭
り
」
で
披
露
さ
れ
た
。

幸
い
私
は
、
秋
祭
り
会
場
に
行
く

前
に
諏
訪
神
社
で
奉
納
さ
れ
た

「
さ
さ
ら
」
か
ら
見
学
で
き
た
。

　登
場
す
る
の
は
、
三
匹
の
「
獅

子
」
と
二
人
の
「
し
ゃ
ぐ
ま
」、

お
囃
子
の
面
々
。「
獅
子
」
を
演

じ
る
の
は
小
学
校
高
学
年
、「
し
ゃ

ぐ
ま
」
は
低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
。

氏
子
の
家
々
か
ら
選
ば
れ
た
子
ど

も
た
ち
で
、
練
習
を
始
め
た
と
き

か
ら
神
様
と
し
て
尊
崇
さ
れ
、
そ
の
家

の
入
り
口
に
は
、
し
め
縄
が
張
ら
れ
る
。

　「
獅
子
」
は
大
獅
子
、
中
獅
子
、
雌
獅

子
の
三
匹
（
関
東
地
方
で
典
型
的
な
三

匹
獅
子
舞
の
構
成
）
で
、
黒
く
長
い
羽

を
付
け
た
獅
子
頭
を
か
ぶ
り
、
太
鼓
を

打
ち
な
が
ら
体
全
体
を
大
き
く
動
か
し

て
舞
う
。
そ
の
獅
子
頭
は
あ
の
有
名
な

左
甚
五
郎
の
作

だ
、
と
伝
わ
っ

て
い
る
が
、
さ

て
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。

　「
し
ゃ
ぐ
ま
」

は
赤
い
衣
装
を

着
て
、「
ザ
イ
」

と
よ
ば
れ
る
綺

麗
に
飾
り
付
け

ら
れ
た
棒
と
鈴

を
持
ち
、
小
さ

な
体
を
精
一
杯

動
か
し
な
が
ら

獅
子
た
ち
を
先

導
す
る
よ
う
に

舞
う
。
衣
装
か

ら
見
る
と
女
性

の
役
な
の
だ
ろ

う
。　お

囃
子
は
、

場
面
に
応
じ
て

物
静
か
な
調
子

か
ら
荒
々
し
い

調
子
な
ど
へ
と

自
在
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

　「
諏
訪
の
さ
さ
ら
」
は
全
部
で
十
二
段

あ
る
そ
う
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
祭
神
（
建

御
名
方
命
）
の
お
出
ま
し
か
ら
、
自
然

災
害
の
回
避
、
五
穀
豊
穣
の
祈
り
な
ど

の
意
味
が
あ
る
。
十
二
段
を
す
べ
て
演

じ
る
こ
と
を
「
一
庭
摺
る
（
ひ
と
に
わ

す
る
）」
と
い
う
そ
う
だ
が
、
約
四
十
分

か
か
る
と
い
う
。

　神
社
で
の
奉
納
が
終
わ
っ
た
あ
と
は
、

「
ひ
た
ち
秋
祭
り
」
会
場
へ
移
動
し
、
本

日
二
度
目
の
お
披
露
目
。

　今
回
演
じ
た
中
で
は
、「
し
ゃ
ぐ
ま
」

を
演
じ
た
小
学
校
二
年
生
が
最
年
少
。

十
五
分
程
度
の

「
さ
さ
ら
」
で

あ
っ
た
が
、
演

者
全
員
が
疲
れ

切
っ
て
い
た
の

が
分
か
る
ほ
ど

の
重
労
働
で

あ
っ
た
。

日　時　1月15日（日） 午後2時開演

ひたち秋祭り

二人のしゃぐま

諏訪神社拝殿扁額

獅子頭

2人のしゃぐまと3匹の獅子・後ろにお囃子

料　金　全席指定　前売　2,800円
　　　　　　　　　　　  （当日200円増）
　　　　親子券 １人につき　2,000円

シビックメンバーズ　2,600円
　　　　　特別会員　2,500円

劇団飛行船マスクプレイミュージカル

ひたち街角小劇場
第57弾

くまのがっこう  すてきな  すてきな  おくりもの

日　時　２月４日（土）午後3時開演
会　場　日立市民会館ホール
料　金　全席指定　6,600円

未就学児入場不可

シビックメンバーズ
一般  900円、3歳～中学生以下  450円、親子ペア  1,150円

第33回 ひたち童謡のつどい第33回 ひたち童謡のつどい

出演

料　金　全席指定　　一般　1,000円（当日200円増）
　　　　３歳～中学生以下　　500円（当日100円増）
　　　　　　　　親子ペア　1,200円

第１部　茨城キリスト教大学附属
　　　　認定こども園せいじ園、
　　　　おおもり保育園、かみね保育園、
　　　　日立市少年少女合唱団、ひたち童謡を歌う会
第２部　鈴木翼、ロケットくれよん

会　場　日立市民会館ホール

日　時　２月９日（木）
　　　　午前10時30分開演
会　場　日立市民会館ホール

日立市民会館・多賀市民会館　催し物ご案内

日　時　1月21日（土） 午後  5時

会　場　多賀市民会館ホール
料　金　全席自由　一般　1,500円
　　　　　　　　　　 　（当日300円増）
　　　　　　高校生以下　無　料
　　　　　　　　　　　 （要事前予約）

　　　　  　22日（日） 午前11時、午後  3時  開演

～叙情歌を道づれに～  日立編
はやしべさとし 三十歳の旅立ち

演劇ユニットチーム無印公演

～叙情歌を道づれに～  日立編
はやしべさとし 三十歳の旅立ち

「アンフォゲッタブル」

茨城民俗学会編集委員
日立少年少女発明クラブ指導員

　茨城県内にはユニークな祭礼が数多存
在する。
　そうしたお祭りを多数渡り歩き、造詣の
深い長江慶治氏にその中からいくつかを
本誌面でご紹介いただく。

長江 慶治
ながえ よしはる

①諏訪のささら

新
連
載
常陸国
　まつり歩き
常陸国
　まつり歩き
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　今
回
は
、
テ
レ
ビ
で
も

注
目
さ
れ
て
い
る
俳
句

の
世
界
と
星
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ

ン
で
す
。

　皆
さ
ん
も
月
や
星
が
登
場
す
る

俳
句
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
。
例
え

ば
小
林
一
茶
の
「
名
月
を
取
っ
て

く
れ
ろ
と
泣
く
子
か
な
」、
松
尾
芭

蕉
の
「
荒
海
や
佐
渡
に
横
た
ふ
天

の
川
」、
与
謝
蕪
村
の
「
菜
の
花

や
月
は
東
に
日
は
西
に
」

な
ど
名
句
が
あ
り
ま
す

が
、
私
た
ち
の
身
近
に

も
天
体
に
関
す
る
季

語
を
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
れ

は
、
歌
の
歌
詞
に
も

登
場
し
ま
す
。
大
塚
愛

さ
ん
の
「
プ
ラ
ネ
タ
リ

ウ
ム
」
と
い
う
曲
は
「
夕

月
夜
」
と
い
う
季
語
で
始

ま
り
ま
す
。
a
i
k
o
さ
ん
の

「
カ
ブ
ト
ム
シ
」
に
は
「（
琥
珀
の
）

弓
張
月
」
と
い
う
歌
詞
が
出
て
き

ま
す
。
そ
ん
な
季
語
の
中
に
は
星

の
名
前
そ
の
も
の
が
登
場
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
名
は
「
オ
リ

オ
ン
」
冬
の
季
語
で
す
。
同
じ
冬
の

季
語
で
「
天
狼
」
と
い
う
季
語
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
１
等
星
の
中
で

も
一
番
明
る
い
お
お
い
ぬ
座
の
「
シ

リ
ウ
ス
」
の
こ
と
で
す
。
俳
句
素
人

の
私
に
は
聞
き
な
れ
な
い
「
星
の

入
東
風
（
ほ
し
の
い
り
こ
ち
）」
と

い
う
季
語
が
あ
り
ま
す
。
聞
き
な

れ
な
い
と
書
き
ま
し
た
が
、
こ
の

季
語
を
最
近
テ
レ
ビ
番
組
「
プ
レ

バ
ト
」
の
俳
句
コ
ー
ナ
ー
で
レ
ー

ザ
ー
ラ
モ
ン
R
G
さ
ん
が
使
っ
て

ま
し
た
ね
。
こ
こ
に
登
場
す
る
「
星
」

と
は
「
昴
（
す
ば
る
）」
の
こ
と
で

初
冬
の
季
語
で
す
。
ま
た
、
夏
の
季

語
「
麦
星
」
は
う
し
か
い
座
の
１
等

星
「
ア
ル
ク
ト
ゥ
ル
ス
」
を
、
秋
の

季
語
の
「
碇
星
（
い
か
り
ぼ
し
）」

は
カ
シ
オ
ペ
ア
座
を
表
し

て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も

よ
く
ご
存
じ
の
七
夕
の

星
「
織
姫
星
（
ベ
ガ
）」

と
「
彦
星
（
ア
ル
タ
イ

ル
）」
は
秋
の
季
語
で

「
二
つ
星
」
と
し
て
登

場
し
ま
す
。
ま
た
、「
天

南
星
の
花
」
と
い
う
季

語
の
「
天
南
星
」
は
花
の

名
前
で
す
が
恒
星
の
中
で

２
番
目
に
明
る
い
星
「
カ
ノ
ー

プ
ス
」
に
由
来
す
る
そ
う
で
す
。
こ

の
よ
う
に
特
定
の
星
を
意
味
す
る

季
語
も
あ
る
の
で
す
。

　先
ほ
ど
の
句
に
も
出
て
き
た
「
名

月
」
や
「
天
の
川
」、
こ
れ
以
外
に

も
「
三
日
月
」「
流
れ
星
」「
朧
月
（
お

ぼ
ろ
づ
き
）」「
十
六
夜
（
い
ざ
よ

い
）」
な
ど
、
比
較
的
聞
き
慣
れ
た

言
葉
も
季
語
で
す
。
も
ち
ろ
ん
「
月
」

も
季
語
の
一
つ
で
上
弦
の
月
や
下

弦
の
月
を
表
す
「
上
り
月
」「
降
り

月
」
と
い
う
季
語
も
あ
り
ま
す
。
皆

さ
ん
は
「
有
明
月
」
と
い
う
季
語
を

ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
満
月
か
ら

新
月
に
向
か
う
途
中
の
月
で
す
が
、

「
夜
が
『
明
』
け
て
も
空
に
『
有
』
る

『
月
』」
と
い
う
意
味
で
、
俳
句
の
中

で
は
少
し
寂
し
い
場
面
に
使
わ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
特
に
三
日

月
を
裏
返
し
た
よ
う
な
有
明
の
月

は
、
深
夜
に
昇
り
、
明
け
方
に
な
っ

て
も
空
に
残
っ
て
い
る
た
め
、
好

き
な
人
を
ず
っ
と
待
っ
て
い
る
う

ち
に
夜
が
明
け
て
し
ま
っ
た
寂
し

さ
を
表
し
ま
す
。

　い
く
つ
か
星
に
関
係
の
あ
る
季

語
を
挙
げ
る
と
、「
星
月
夜
」「
冬
銀

河
」「
冬
北
斗
」「
酒
星
」「
後
の
月
」

「
旱
星
（
ひ
で
り
ぼ
し
）」「
雨
月
」

な
ど
他
に
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
季
語
に
ど
ん
な
意
味

が
あ
る
の
か
調
べ
て
み
る
の
も
面

白
そ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
「
月
」

や
「
星
」
は
俳
句
と
少
な
か
ら
ず
関

係
が
あ
り
ま
す
。
風
流
を
愛
す
る

皆
さ
ん
も
夜
空
を
見
上
げ
な
が
ら

一
句
ひ
ね
っ
て
み
て
は
い
か
が
で

す
か
。

俳
句
の
世
界
と
星

11

てんきゅう

Tricolor BIGBAND LIVE

中川賢一ファミリーコンサート中川賢一ファミリーコンサート中川賢一ファミリーコンサート

　東京フィルハーモニー
交響楽団、４年ぶりの日
立公演！
　毎年冬に注目を浴びる
スポーツといえばフィ
ギュアスケート。フィ
ギュアスケート界の名演
を生み出した音楽を、オーケストラの生演奏にてお送りいたします。
氷上を彩る数々の音楽を、お話つきのコンサートでお楽しみください。

東京フィルハーモニー交響楽団
日立特別演奏会

東京フィルハーモニー交響楽団
日立特別演奏会

申込み・問合せ　日立シビックセンターチケットカウンター　TEL０２９４－２４－７７２０

～氷上のオーケストラコンサート～～氷上のオーケストラコンサート～

出　演　出口大地　　（指揮）
　　　　廣津留すみれ（ヴァイオリン）
　　　　田添菜穂子　（ナビゲーター）
料　金　全席指定　　一般　5,000円
　　　　ステージサイド席　4,000円
　　　　　　　高校生以下　2,000円

日　時　２月４日（土）午後3時開演
会　場　日立シビックセンター音楽ホール料　金　全席自由　3,000円

日　時　３月19日（日）
　　　　午後3時開演
会　場　日立シビックセンター
　　　　多用途ホール

未就学児入場不可

未就学児入場不可

シビックメンバーズ各200円引、特別会員各300円引

申込み　1月15日（日）午前10時～

出　演　中川賢一（ピアノ）、
　　　　鵜木絵里（ソプラノ歌手）、國末貞仁（サックス）
料　金　全席指定
　　　　一般1,200円、高校生以下500円、親子ペア1,500円

日　時　３月21日（火祝）午後2時開演
会　場　日立シビックセンター音楽ホール

5歳未満入場不可
申込み　1月28日（土）午前10時～　

日立シビックセンター　催し物ご案内

Tricolor BIGBAND LIVE

申込み受付中
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申込み・問合せ　日立市民会館 TEL０２９４－２２－６４８１　多賀市民会館 TEL０２９４－３４－１７２７

ロケットくれよん

鈴木  翼

　日
立
市
に
は
市
内
七
か
所
に
「
さ
さ

ら
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

諏
訪
町
に
あ
る
諏
訪
神
社
の
「
さ
さ
ら
」

を
見
学
す
る
機
会
を
得
た
。

　諏
訪
神
社
に
行
く
と
、
ま
ず
目
に
つ

く
の
は
急
な
階
段
を
登
っ
た
先
に
あ
る

鳥
居
と
拝
殿
と
に
掛
か
る
扁
額
、
こ
こ

に
「
諏
訪
第
二
宮
」
と
書
い
て
あ
る
。

諏
訪
神
社
の
本
社
は
、
長
野
県
諏
訪
市

に
あ
る
信
濃
国
一
之
宮
・
諏
訪
大
社
だ
が
、

そ
の
第
二
の
神
社
だ
、
と
堂
々
と
名
乗
っ

て
い
る
の
だ
。
氏
子
た
ち
の
誇
り
を
感

じ
る
。

　さ
て
、「
諏

訪
の
さ
さ
ら
」

だ
が
、今
年
も
、

コ
ロ
ナ
禍
の

た
め
本
来
の

神
社
の
例
祭

で
の
奉
納
は

で
き
な
か
っ

た
が
、
秋
に

開
催
さ
れ
た

「
ひ
た
ち
秋
祭
り
」
で
披
露
さ
れ
た
。

幸
い
私
は
、
秋
祭
り
会
場
に
行
く

前
に
諏
訪
神
社
で
奉
納
さ
れ
た

「
さ
さ
ら
」
か
ら
見
学
で
き
た
。

　登
場
す
る
の
は
、
三
匹
の
「
獅

子
」
と
二
人
の
「
し
ゃ
ぐ
ま
」、

お
囃
子
の
面
々
。「
獅
子
」
を
演

じ
る
の
は
小
学
校
高
学
年
、「
し
ゃ

ぐ
ま
」
は
低
学
年
の
子
ど
も
た
ち
。

氏
子
の
家
々
か
ら
選
ば
れ
た
子
ど

も
た
ち
で
、
練
習
を
始
め
た
と
き

か
ら
神
様
と
し
て
尊
崇
さ
れ
、
そ
の
家

の
入
り
口
に
は
、
し
め
縄
が
張
ら
れ
る
。

　「
獅
子
」
は
大
獅
子
、
中
獅
子
、
雌
獅

子
の
三
匹
（
関
東
地
方
で
典
型
的
な
三

匹
獅
子
舞
の
構
成
）
で
、
黒
く
長
い
羽

を
付
け
た
獅
子
頭
を
か
ぶ
り
、
太
鼓
を

打
ち
な
が
ら
体
全
体
を
大
き
く
動
か
し

て
舞
う
。
そ
の
獅
子
頭
は
あ
の
有
名
な

左
甚
五
郎
の
作

だ
、
と
伝
わ
っ

て
い
る
が
、
さ

て
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。

　「
し
ゃ
ぐ
ま
」

は
赤
い
衣
装
を

着
て
、「
ザ
イ
」

と
よ
ば
れ
る
綺

麗
に
飾
り
付
け

ら
れ
た
棒
と
鈴

を
持
ち
、
小
さ

な
体
を
精
一
杯

動
か
し
な
が
ら

獅
子
た
ち
を
先

導
す
る
よ
う
に

舞
う
。
衣
装
か

ら
見
る
と
女
性

の
役
な
の
だ
ろ

う
。　お

囃
子
は
、

場
面
に
応
じ
て

物
静
か
な
調
子

か
ら
荒
々
し
い

調
子
な
ど
へ
と

自
在
に
変
化
し
て
い
っ
た
。

　「
諏
訪
の
さ
さ
ら
」
は
全
部
で
十
二
段

あ
る
そ
う
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
祭
神
（
建

御
名
方
命
）
の
お
出
ま
し
か
ら
、
自
然

災
害
の
回
避
、
五
穀
豊
穣
の
祈
り
な
ど

の
意
味
が
あ
る
。
十
二
段
を
す
べ
て
演

じ
る
こ
と
を
「
一
庭
摺
る
（
ひ
と
に
わ

す
る
）」
と
い
う
そ
う
だ
が
、
約
四
十
分

か
か
る
と
い
う
。

　神
社
で
の
奉
納
が
終
わ
っ
た
あ
と
は
、

「
ひ
た
ち
秋
祭
り
」
会
場
へ
移
動
し
、
本

日
二
度
目
の
お
披
露
目
。

　今
回
演
じ
た
中
で
は
、「
し
ゃ
ぐ
ま
」

を
演
じ
た
小
学
校
二
年
生
が
最
年
少
。

十
五
分
程
度
の

「
さ
さ
ら
」
で

あ
っ
た
が
、
演

者
全
員
が
疲
れ

切
っ
て
い
た
の

が
分
か
る
ほ
ど

の
重
労
働
で

あ
っ
た
。

日　時　1月15日（日） 午後2時開演

ひたち秋祭り

二人のしゃぐま

諏訪神社拝殿扁額

獅子頭

2人のしゃぐまと3匹の獅子・後ろにお囃子

料　金　全席指定　前売　2,800円
　　　　　　　　　　　  （当日200円増）
　　　　親子券 １人につき　2,000円

シビックメンバーズ　2,600円
　　　　　特別会員　2,500円

劇団飛行船マスクプレイミュージカル

ひたち街角小劇場
第57弾

くまのがっこう  すてきな  すてきな  おくりもの

日　時　２月４日（土）午後3時開演
会　場　日立市民会館ホール
料　金　全席指定　6,600円

未就学児入場不可

シビックメンバーズ
一般  900円、3歳～中学生以下  450円、親子ペア  1,150円

第33回 ひたち童謡のつどい第33回 ひたち童謡のつどい

出演

料　金　全席指定　　一般　1,000円（当日200円増）
　　　　３歳～中学生以下　　500円（当日100円増）
　　　　　　　　親子ペア　1,200円

第１部　茨城キリスト教大学附属
　　　　認定こども園せいじ園、
　　　　おおもり保育園、かみね保育園、
　　　　日立市少年少女合唱団、ひたち童謡を歌う会
第２部　鈴木翼、ロケットくれよん

会　場　日立市民会館ホール

日　時　２月９日（木）
　　　　午前10時30分開演
会　場　日立市民会館ホール

日立市民会館・多賀市民会館　催し物ご案内

日　時　1月21日（土） 午後  5時

会　場　多賀市民会館ホール
料　金　全席自由　一般　1,500円
　　　　　　　　　　 　（当日300円増）
　　　　　　高校生以下　無　料
　　　　　　　　　　　 （要事前予約）

　　　　  　22日（日） 午前11時、午後  3時  開演

～叙情歌を道づれに～  日立編
はやしべさとし 三十歳の旅立ち

演劇ユニットチーム無印公演

～叙情歌を道づれに～  日立編
はやしべさとし 三十歳の旅立ち

「アンフォゲッタブル」

茨城民俗学会編集委員
日立少年少女発明クラブ指導員

　茨城県内にはユニークな祭礼が数多存
在する。
　そうしたお祭りを多数渡り歩き、造詣の
深い長江慶治氏にその中からいくつかを
本誌面でご紹介いただく。

長江 慶治
ながえ よしはる

①諏訪のささら

新
連
載
常陸国
　まつり歩き
常陸国
　まつり歩き
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〒317－0063　日立市若葉町1ー5ー8　日立市民会館内
　TEL  0294ー22ー 6481　FAX  0294ー22ー 6633
　HPアドレス　http://www.civic.jp

※ご意見・ご感想をお寄せください。

編集後記
◆
常
に
気
を
つ
け
て
い
る
つ
も
り
で

は
あ
る
が
、
勝
手
な
思
い
込
み
か
ら

今
号
で
と
あ
る
間
違
い
を
し
で
か
す

と
こ
ろ
だ
っ
た
■
表
紙
の
写
真
を
決

め
、
ど
の
よ
う
な
文
章
を
組
み
合
わ

せ
よ
う
か
と
思
案
し
て
い
た
時
の
こ

と
。
写
真
の
朝
焼
け
の
美
し
さ
に
心

を
動
か
さ
れ
、
日
の
出
と
と
も
に
動

き
出
す
街
や
人
々
を
軸
に
し
て
書
こ

う
と
構
想
を
立
て
た
◆
大
ま
か
な
文

章
を
書
き
上
げ
、
細
部
の
推
敲
に
移

ろ
う
と
思
っ
た
矢
先
、
隣
の
机
か
ら

こ
ち
ら
を
横
目
で
見
て
い
た
後
輩
が

ポ
ツ
リ
と
「
こ
の
写
真
、
夕
方
に
撮
っ

た
も
の
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
」■
成
程

確
か
に
西
の
空
の
方
が
よ
り
濃
い
赤

色
に
染
ま
っ
て
い
る
し
、
な
に
よ
り

通
路
が
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
早
朝
の
は
ず
が
な
い
◆
す

ん
で
の
と
こ
ろ
で
勘
違
い
が
そ
の
ま

ま
通
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
、

こ
れ
に
気
づ
き
文
章
を
一
か
ら
書
き

直
し
て
事
な
き
を
得
た
。
こ
れ
だ
か

ら
思
い
込
み
は
恐
ろ
し
い
。

　
　（
Ａ
）

表紙の写真

発行　公益財団法人日立市民科学文化財団
　　　「ひたちの文化」編集委員会

　2
0
1
1
年
の
東
日
本
大
震
災
を

き
っ
か
け
に
ス
タ
ー
ト
し
た
ひ
た
ち

街
角
小
劇
場
は
、「
演
劇
で
街
を
元

気
に
」
を
合
言
葉
に
、
日
立
か
ら
水

戸
で
活
動
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
劇
団
に

よ
っ
て
演
劇
公
演
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
活
動
開

始
か
ら
10
年
と
い
う
節
目
を
迎
え
、

去
る
10
月
15
日（
土
）、
16
日（
日
）に

多
賀
市
民
会
館
ホ
ー
ル
で
記
念
公
演

が
開
か
れ
ま
し

た
。「
い
つ
で
も

夢
を
〜
𠮷
田
正
と

喜
代
子
の
夢
〜
」

と
題
し
、
日
立
市

出
身
で
戦
後
日
本

を
代
表
す
る
作
曲

家
で
あ
る
𠮷
田
正

氏
と
そ
の
妻
・
喜

代
子
夫
人
を
題
材
と

す
る
劇
を
制
作
し
ま

し
た
。
劇
中
で
は
さ

ま
ざ
ま
な
𠮷
田
メ
ロ

デ
ィ
ー
が
流
れ
、
曲

作
り
に
全
て
を
捧
げ

た
𠮷
田
正
氏
と
そ
の

生
涯
を
支
え
続
け
た

喜
代
子
夫
人
の
物
語

を
美
し
く
彩
り
ま
し

た
。　当

初
こ
の
芝
居
は

今
年
３
月
に
上
演
す

る
予
定
で
し
た
。
し

か
し
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
で
公
演

準
備
を
進
め
る
こ
と
が
困
難
と

な
っ
た
た
め
、
公
演
を
延
期
し
10

月
に
仕
切
り
直
す
こ
と
を
決
定
し

ま
し
た
。
ま
た
公
演
延
期
に
伴
い

配
役
も
大
幅
に
入
れ
替
え
、
台
詞

を
変
更
す
る
等
さ
ま
ざ
ま
な
面
で

見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。

　１
年
以
上
を
制
作
期
間
に
費
や

し
ま
し
た
が
、
そ
の
甲
斐
あ
っ
て

3
0
0
人
を
超
え
る
お
客
様
に
足

を
運
ん
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
公

演
後
に
は
お
客
様
か
ら「
中
身
が
濃

い
な
が
ら
も
、
飽
き
ず
疲
れ
ず
観

る
事
が
で
き
た
」「
𠮷
田
先
生
の
人

生
を
知
れ
て
、
曲
が
と
て
も
心
に

響
い
た
」「
日
立
な
ら
で
は
の
テ
ー

マ
の
演
劇
と
い
う
点
が
良
か
っ
た
」

と
い
っ
た
声
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

沢
山
の
お
客
様
に
観
て
い
た
だ
き
、

ご
満
足
い
た
だ
け
た
こ
と
に
制
作

ス
タ
ッ
フ
一
同
胸
を
な
で
下
ろ
し

て
い
ま
す
。

　舞
台
上
に
立
っ
て
観
客
の
眼
の

前
で
表
現
す
る
演
劇
は
、
テ
レ
ビ

ド
ラ
マ
や
映
画
に
は
な
い
独
特
の

臨
場
感
を
伴
い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ

が
演
劇
の
醍
醐
味
で
す
。
ひ
た
ち

街
角
小
劇
場
は
、
こ
れ
か
ら
も
演

劇
を
通
し
て
お
客
様
に
感
動
と
興

奮
を
届
け
ら
れ
る
よ
う
さ
ま
ざ
ま

な
演
劇
公
演
を
企
画
制
作
し
て
い

き
ま
す
。
今
後
の
公
演
に
ど
う
ぞ

ご
期
待
く
だ

さ
い
！

　妹島和世氏の設計によって 2011

年にスタイリッシュなデザインに生

まれ変わった日立駅。発車メロ

ディーには日立市出身の作曲家・𠮷
田正氏の曲「いつでも夢を」「寒い朝」

が使われる。市民の交通手段として

広く利用されるほか、日立市の玄関

口として市外からの来訪者を迎え入

れている。

　撮影は滑川本町の和田浩司さん。

ふるさと日立カレンダー応募作品か

ら拝借しました。

ひたち街角小劇場ひたち街角小劇場

10周年記念公演が行われました10周年記念公演が行われました

（http://www.civic.jp/hitachi/magazine）

ひたちの文化のバックナンバー

財団HPにて
好評掲載中！


