
（1） 令和6年4月1日第252号

「さくらロードレース」
撮影：森脇　道男さん（東町在住）
撮影場所：平和通り

　日
本
人
が
桜
に
対
し
て
抱
い
て
き
た
感
情
や

思
い
に
は
特
別
な
も
の
が
あ
る
。
古
の
時
代
か

ら
多
く
の
文
人
が
桜
を
詠
ん
だ
数
々
の
素
晴
ら

し
い
和
歌
を
遺
し
て
き
た
。
明
治
時
代
の
唱
歌

や
現
代
の
J
ポ
ッ
プ
で
も
桜
を
テ
ー
マ
に
歌
っ

た
も
の
は
非
常
に
多
い
。

　こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
桜
が
我
々
の
心
を
揺
さ
ぶ

る
由
縁
は
何
処
に
あ
る
の
か
。
一
つ
は
、
桜
の

咲
き
方
と
人
の
生
き
様
は
重
な
る
部
分
が
あ
る

か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
寒
く
長
い
冬
を
耐
え
た

花
芽
は
暖
か
く
な
る
に
つ
れ
て
膨
ら
み
、
や
が

て
そ
こ
か
ら
つ
ぼ
み
が
出
て
く
る
。
開
花
し
て

か
ら
も
、
三
分
咲
き
・
五
分
咲
き
と
段
階
的
に

咲
い
て
ゆ
く
。
そ
し
て
よ
う
や
く
満
開
を
迎
え

た
と
思
え
ば
、
瞬
く
間
に
散
り
始
め
て
し
ま
う
。

つ
ぼ
み
を
つ
け
て
か
ら
満
開
、
そ
し
て
散
り
終

え
る
ま
で
の
桜
の
移
ろ
い
に
人
の
生
き
死
に
を

重
ね
て
し
ま
う
人
も
多
い
の
で
は
な
い
か
。
そ

こ
に
は
平
安
文
学
か
ら
息
づ
く「
も
の
の
あ
は

れ
」が
体
現
さ
れ
て
い
る
。

　ま
た
、
桜
の
開
花
時
期
が
年
度
の
切
替
わ

り
に
差
し
掛
か
っ
て
い
る
こ
と
も
大
き
い
と

思
う
。
入
学
や
卒
業
、
就
職
と
い
っ
た
人
生

の
節
目
と
な
る
行
事
は
殆
ど
が
三
月
末
か
ら

四
月
頭
に
か
け
て
行
わ
れ
る
。
幼
い
頃
か
ら

満
開
の
桜
を
横
目
に
し
な
が
ら
卒
園
式
や
入

学
式
に
参
列
し
て
い
る
た
め
か
、「
桜
は
出
会

い
と
別
れ
の
象
徴
」と
い
う
あ
る
種
刷
り
込
み

に
も
近
い
意
識
付
け
が
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　新
年
度
を
迎
え
、
そ
れ
ま
で
の
環
境
に
別
れ

を
告
げ
新
た
な
場
で
出
会
い
を
待
つ
新
一
年
生

や
新
社
会
人
も
多
い
こ
と
だ
ろ
う
。
目
の
前
の

道
の
り
を
踏
み
出
し
て
、
い
つ
か
花
開
く
そ
の

時
へ
向
か
っ
て
突
き
進
ん
で
ほ
し
い
と
願
わ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
。

２ エッセイ　 ひたち若者かがやき会議
日立市文化少年団ご紹介 
日々を詠む　　短歌 樫村　奎子さん
My仕事　  ㈱常陸風月堂 藤田　浩一さん131
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デザインとの出会い　　後藤　弘文さん
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令
和
３
年
７
月
に
設
立
さ
れ
た
本

団
体
は
、
３
期
目
を
終
え
ま
し
た
。私

た
ち
が
目
指
す
ま
ち
の
姿
は
、「
か
が

や
く
若
者
で
あ
ふ
れ
る
ひ
た
ち
」。設

立
前
に
市
民
二
千
人
の
方
と
こ
れ
か

ら
の
日
立
市
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い

て
話
し
合
い
、「
ひ
た
ち
若
者
か
が
や

き
プ
ラ
ン
」
と
い
う
指
針
を
作
成
。そ

の
中
で
は
、〝
特
別
な
こ
と
を
実
現
す

る
だ
け
で
な
く
、
自
分
ら
し
く
い
ら

れ
る
こ
と
〞を
、「
か
が
や
く
」と
定
義

し
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
か
が
や
く

瞬
間
を
、
ま
ず
は
私
た
ち
コ
ア
メ
ン

バ
ー
自
身
が
感
じ
、
そ
の
上
で
若
者

の
皆
さ
ん
に
も
感
じ
て
も
ら
い
た
い

…
そ
ん
な
想
い
で
、
令
和
５
年
度
は

〈
場
づ
く
り
〉と〈
発
信
〉を
中
心
に
進

め
て
き
ま
し
た
。

【
場
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
】

　
若
者
が
イ
キ
イ
キ
・
ワ
ク
ワ
ク
活

動
し
続
け
ら
れ
る
た
め
の〝
場
〞に
つ

い
て
思
考
し
て
い
ま
す
。年
に
２
回
、

日
立
市
の
未
来
に
つ
い
て
話
し
合
う

『
若
者
会
議
全
体
会
』で
は
、改
め
て

〝
場
〞を
持
つ
こ
と
の
重
要
性
を
感
じ

さ
せ
ら
れ
ま
す
。

令
和
５
年
度
は
、

茨
城
大
学
日
立

キ
ャ
ン
パ
ス
・

茨
城
キ
リ
ス
ト

教
大
学
を
会
場

に
開
催
し
ま
し

た
。特
に
、
茨
城

大
学
で
開
催
し

た
全
体
会
で
は
、

10
年
来
に
わ
た

っ
て
県
内
の
他

地
域
で
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
る

方
か
ら
ご
提
言
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、

「
日
立
市
に
想
い
の
あ
る
人
を
ど
の

よ
う
に
探
し
、つ
な
が
り
、大
き
く
し

て
い
く
？
」「
人
々
を
巻
き
込
む
・
つ

な
げ
る
た
め
の
効
果
的
な
発
信
／
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
っ
て
？
」

と
い
う
本
質
的
な
議
論
を
行
い
ま
し

た
。ま
ち
づ
く
り
先
進
地
の
視
察
や
、

日
立
市
内
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
も

交
え
な
が
ら
、
現
在
も
様
々
な
角
度

か
ら
検
討
中
で
す
。

【
発
信
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
H
I
T
A
C

H
E
E
R（
ヒ
タ
チ
ア
ー
）】

　
日
立
市
の
魅
力
を「
再
編
集
」し
て

発
信
す
る
、
発
信
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
は「
日
立
」と
応
援
を

意
味
す
る「
チ
ア
」を
掛
け
合
わ
せ
た

造
語
で
す
。日
立
市
内
に
点
在
す
る

「
発
信
し
て
み
た
い
！
」
と
思
っ
て
い

る
若
者
を
集
め
て
、

ク
リ
エ
イ
タ
ー
講

座
を
開
催
。
講
座

受
講
生
か
ら
選
抜

し
た
市
民
ク
リ
エ

イ
タ
ー
を
含
む
８

名
で
若
者
目
線
で

の
魅
力
を
発
信
す

る
サ
イ
ト「
H
I
T

A
C
H
E
E
R
」
を

運
営
中
で
す
。
令

和
５
年
度
は
ご
要

望
の
多
か
っ
た「
縦
型
動
画
」を

題
材
に
、
令
和
６
年
の
活
動
を

動
画
の
発
信
を
通
し
て
充
実
さ

せ
た
い
と
思
う
日
立
市
在
住
・

在
勤
の
12
名
に
参
加
い
た
だ

き
な
が
ら
、 

T
i
k
T
o
k
を

は
じ
め
と
し
た
制
作
プ
ロ
セ
ス

や
効
果
的
な
活
用
方
法
ま
で
を

一
緒
に
学
ん
で
い
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
単
発
な
が
ら
も
大
規
模
か

つ
ご
好
評
だ
っ
た
イ
ベ
ン
ト
も
あ
り

ま
す
。日
立
市
の
自
然
を
満
喫
で
き

る「
奥
日
立
き
ら
ら
の
里
」を
会
場
に
、

ご
自
慢
の
ワ
ン
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
楽

し
め
る
『
ひ
た
ち
ド
ッ
グ
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
』は
、
市
内
外
か
ら
千
五
百

名
超
の
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

大
学
生
を
対
象
に
日
立
市
の
魅
力
を

伝
え
、
日
立
市
で
の
暮
ら
し
を
考
え

る
ツ
ア
ー
『
ひ
た
ち
の
暮
ら
し
が
み

え
る
旅
』で
は
、
首
都
圏
中
心
に
22
名

も
の
大
学
生
・
大
学
院
生
に
農
業
や

市
内
で
水
揚
げ
さ
れ
た
魚
の
調
理
な

ど
を
体
験
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
市
内
企
業
・
団
体
へ
の

出
前
講
座
の
ご
依
頼
を
い
た
だ
く
こ

と
も
あ
り
、
コ
ア
メ
ン
バ
ー
自
ら
の

学
び
が
、社
会
と
つ
な
が
っ
て
い
る
・

貢
献
し
て
い
る
こ
と
を
体
感
し
、

キ
ャ
リ
ア
観
を
深
め
ら
れ
る
機
会
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
３
期
目
の
活
動
を
通
し
て
率
直
に

感
じ
た
こ
と
は
、〝
ま
ち
の
た
め
と

か
、
社
会
の
た
め
で
は
な
く
、「
自
分

の
た
め
＝
自
己
実
現
の
手
段
」
と
し

て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
っ
て
い
る

人
が
複
数
い
る
と
、
そ
の
組
織
の
熱

量
は
保
ち
続
け
ら
れ
る
〞
と
い
う
こ

と
で
し
た
。残
念
な
が
ら
、
綺
麗
事
だ

け
で
は
ま
ち
づ
く
り
は
続
け
ら
れ
ま

せ
ん
。
こ
れ
か
ら

も
、
若
者
世
代
が
、

ま
ず
自
分
自
身
と

社
会
を
深
く
知
り
、

当
事
者
意
識
を

持
っ
て
向
き
合
い

た
い
・
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
た
い
と
思
う

何
か
を
見
つ
け
ら

れ
る
、
そ
ん
な
キ

ッ
カ
ケ
と
な
る
団

体
で
あ
り
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

（
令
和
５
年
度  

代
表

新
妻
幹
生 

執
筆
）

エッセイ 112

ひたち若者かがやき会議

　令和３年７月７日設立。ひたち若者

かがやきプランの目指すべき姿「かが

やく若者であふれるひたち」に近づく

ための一歩として設立された若者主

体の組織。まちづくりや魅力づくり、

地域課題解決、関係人口創出等に対す

る取組を若者の自由なアイデアで実

践している。

ひたち若者かがやき会議

かがやく若者を見つけ、
巻き込む、３年間の軌跡

若者会議全体会

会のイメージマーク

ひたちドッグフェスティバルHPや各種SNSで発信している最新の活動情報を要チェック！
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「
お
箏
は
難
し
い
け
ど
、や
っ
て
み
た

ら
楽
し
い
で
す
」（
小
一
）

「
み
ん
な
で
色
々
な
曲
を
演
奏
で
き

て
嬉
し
い
で
す
」（
小
四
）

「
箏
は
私
の
自
信
に
な
り
ま
し

た
。大
切
な
楽
器
で
す
」（
小
六
）

「
昔
か
ら
の
楽
器
に
触
れ
ら
れ

て
、と
て
も
嬉
し
く
思
っ
て
い

ま
す
」（
中
一
）

「
弾
け
る
曲
や
で
き
る
技
が
増

え
て
、楽
し
い
で
す
」（
中
三
）

「
難
し
い
と
思
っ
た
曲
や
技
が

で
き
た
時
、成
長
を
感
じ
ら
れ
、

お
箏
を
続
け
る
楽
し
さ
が
あ

る
」（
高
一
、高
三
）

　子
供
教
室
に
来
る
ほ
と
ん
ど
は
、教

室
で
初
め
て
お
箏
に
触
れ
る
子
で
す
。

音
を
出
す
の
も
や
っ
と
の
子
が
、練
習

を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、百
年
も
昔

の
曲
か
ら
現
代
曲
ま
で
弾
け
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。お
箏
と
い
う
楽
器
で
演

奏
す
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
も
っ
と
沢

山
の
方
々
に
知
っ
て
頂
け
た
ら
と
思

い
ま
す
。

　以
下
は
一
緒
に
練
習
し
て
い
る
子

の
生
の
声
の
一
部
で
す
。

「
歌
い
な
が
ら
先
生
と
ひ
く
の
が
楽
し

い
で
す
」（
四
歳
）

「
お
箏
の
音
が
好
き
で
教
室
に
入
り
、

楽
し
い
で
す
」（
六
歳
）
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日々を詠む
にち にち よ

《選・評　樫村　奎子》

駅
前
の
子
安
地
蔵
に
菜
の
花
を

　
　供
ふ
る
老
の
背
生
き
生
き
と
見
ゆ

　地
元
の
町
の
目
鼻
も
朽
ち
た
子
安
地
蔵
に
、
翁
が
菜

の
花
を
供
え
て
い
る
。
そ
の
背
中
を
見
つ
め
る
作
者
は

九
十
五
歳
の
元
気
な
媼
。
地
域
の
住
民
が
子
ら
を
み
ん

な
で
見
守
る
優
し
さ
を
詠
ん
だ
「
光
の
春
」
の
一
場
面

で
あ
る
。

（
作
者
は
日
高
短
歌
会
会
員
）

久
保
田

　絹
枝

お
こ
と
・
尺
八
子
供
教
室

お
こ
と
・
尺
八
子
供
教
室

日
立
市
少
年
少
女
合
唱
団

日
立
市
少
年
少
女
合
唱
団

こ
と

　日
立
市
少
年
少
女
合
唱
団
は
、昭
和
42
年

に
設
立
さ
れ
、今
年
57
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

ジ
ュ
ニ
ア
ク
ラ
ス（
小
学
生
）と
シ
ニ
ア
ク
ラ

ス（
中
・
高
生
）が
あ
り
ま
す
。

　練
習
は
、土
曜
日
に
加
え
、夏
と
冬
に
行
う

集
中
練
習
が
あ
り
ま
す
。練
習
の
合
間
に
は

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
し
た
り
、科
学
館
を
体
験

し
た
り
、上
級
生
が
下
級
生
の
面
倒
を
見
て
、

団
員
同
士
楽
し
く
活
動
し
て
い
ま
す
。

　今
年
度
は「
日
立
市
民
音
楽
祭
」や「
茨
城

県
少
年
少
女
合
唱
祭
」、「
ひ
た
ち
こ
ど
も
芸

術
祭
」等
、年
間
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽

祭
や
発
表
会
に
出
演
す
る
予
定
で
す
。

　毎
年
3
月
の
第
4
週
に
は
、日
立
市
民
会

館
に
て
定
期
演
奏
会
を
開
催
し
、一
年
間
の

活
動
の
成
果
を
発
表
し
ま
す
。子
ど
も
た
ち

の
美
し
い
歌
声
を
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
く
だ

さ
い
。

　合
唱
団
で
は
団
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

歌
が
好
き
な
人
、歌
が
う
ま
く
な
り
た
い
人
、

他
の
学
校
の
友
達
が
ほ
し
い
人
、合
唱
団
に

入
っ
て
一
緒
に
歌
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

5

　
日
立
市
文
化
少
年
団

を
ご
存
じ
で
し
ょ
う

か
？
日
立
市
で
は
現
在

２3
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
い
き
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！

おこと・尺八子供教室の案内

活動日時　月1回　塙山教室　土曜日10：00～ 11：30
　　　　　　　　 十王教室　日曜日10：30～ 12：00
活動場所　①塙山交流センター　②十王交流センター
入団条件　（お箏）おおむね４歳から中学３年生まで
　　　　　（尺八）小学1年生以上
会　　費　1,000円/回（爪、箏、尺八の貸し出しあり）
申し込み,　（お箏）佐藤美知子  TEL・FAX 0294-34-6097
問合せ先　（尺八）大山　一浩  TEL・FAX 0294-36-3456

日立市少年少女合唱団の案内 

活動日時　土曜日（年間30回程度）
　　　　　ジュニアクラス　14：30～ 16：30（下半期は13：30～）　
　　　　　シニアクラス　  16：40 ～ 17：50
活動場所　中小路交流センター（日立市民会館3階）
入団条件　小学１年生から高校３年生まで
会　　費　3,000円／月（ジュニアクラス：小学生）
　　　　　2,500円／月（シニアクラス：中学、高校生）
申し込み，日立市少年少女合唱団事務局
問合せ先　〒317-0063　日立市若葉町1-5-8　日立市民会館内
　　　　　TEL 0294-22-6481　FAX 0294-22-6633
　　　　　E-mail：hitachi-hall@civic.jp
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（2）

　
令
和
３
年
７
月
に
設
立
さ
れ
た
本

団
体
は
、
３
期
目
を
終
え
ま
し
た
。私

た
ち
が
目
指
す
ま
ち
の
姿
は
、「
か
が

や
く
若
者
で
あ
ふ
れ
る
ひ
た
ち
」。設

立
前
に
市
民
二
千
人
の
方
と
こ
れ
か

ら
の
日
立
市
の
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い

て
話
し
合
い
、「
ひ
た
ち
若
者
か
が
や

き
プ
ラ
ン
」
と
い
う
指
針
を
作
成
。そ

の
中
で
は
、〝
特
別
な
こ
と
を
実
現
す

る
だ
け
で
な
く
、
自
分
ら
し
く
い
ら

れ
る
こ
と
〞を
、「
か
が
や
く
」と
定
義

し
て
い
ま
す
。こ
う
し
た
か
が
や
く

瞬
間
を
、
ま
ず
は
私
た
ち
コ
ア
メ
ン

バ
ー
自
身
が
感
じ
、
そ
の
上
で
若
者

の
皆
さ
ん
に
も
感
じ
て
も
ら
い
た
い

…
そ
ん
な
想
い
で
、
令
和
５
年
度
は

〈
場
づ
く
り
〉と〈
発
信
〉を
中
心
に
進

め
て
き
ま
し
た
。

【
場
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
】

　
若
者
が
イ
キ
イ
キ
・
ワ
ク
ワ
ク
活

動
し
続
け
ら
れ
る
た
め
の〝
場
〞に
つ

い
て
思
考
し
て
い
ま
す
。年
に
２
回
、

日
立
市
の
未
来
に
つ
い
て
話
し
合
う

『
若
者
会
議
全
体
会
』で
は
、改
め
て

〝
場
〞を
持
つ
こ
と
の
重
要
性
を
感
じ

さ
せ
ら
れ
ま
す
。

令
和
５
年
度
は
、

茨
城
大
学
日
立

キ
ャ
ン
パ
ス
・

茨
城
キ
リ
ス
ト

教
大
学
を
会
場

に
開
催
し
ま
し

た
。特
に
、
茨
城

大
学
で
開
催
し

た
全
体
会
で
は
、

10
年
来
に
わ
た

っ
て
県
内
の
他

地
域
で
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
る

方
か
ら
ご
提
言
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、

「
日
立
市
に
想
い
の
あ
る
人
を
ど
の

よ
う
に
探
し
、つ
な
が
り
、大
き
く
し

て
い
く
？
」「
人
々
を
巻
き
込
む
・
つ

な
げ
る
た
め
の
効
果
的
な
発
信
／
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
っ
て
？
」

と
い
う
本
質
的
な
議
論
を
行
い
ま
し

た
。ま
ち
づ
く
り
先
進
地
の
視
察
や
、

日
立
市
内
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
も

交
え
な
が
ら
、
現
在
も
様
々
な
角
度

か
ら
検
討
中
で
す
。

【
発
信
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
H
I
T
A
C

H
E
E
R（
ヒ
タ
チ
ア
ー
）】

　
日
立
市
の
魅
力
を「
再
編
集
」し
て

発
信
す
る
、
発
信
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
。プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
は「
日
立
」と
応
援
を

意
味
す
る「
チ
ア
」を
掛
け
合
わ
せ
た

造
語
で
す
。日
立
市
内
に
点
在
す
る

「
発
信
し
て
み
た
い
！
」
と
思
っ
て
い

る
若
者
を
集
め
て
、

ク
リ
エ
イ
タ
ー
講

座
を
開
催
。
講
座

受
講
生
か
ら
選
抜

し
た
市
民
ク
リ
エ

イ
タ
ー
を
含
む
８

名
で
若
者
目
線
で

の
魅
力
を
発
信
す

る
サ
イ
ト「
H
I
T

A
C
H
E
E
R
」
を

運
営
中
で
す
。
令

和
５
年
度
は
ご
要

望
の
多
か
っ
た「
縦
型
動
画
」を

題
材
に
、
令
和
６
年
の
活
動
を

動
画
の
発
信
を
通
し
て
充
実
さ

せ
た
い
と
思
う
日
立
市
在
住
・

在
勤
の
12
名
に
参
加
い
た
だ

き
な
が
ら
、 

T
i
k
T
o
k
を

は
じ
め
と
し
た
制
作
プ
ロ
セ
ス

や
効
果
的
な
活
用
方
法
ま
で
を

一
緒
に
学
ん
で
い
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
単
発
な
が
ら
も
大
規
模
か

つ
ご
好
評
だ
っ
た
イ
ベ
ン
ト
も
あ
り

ま
す
。日
立
市
の
自
然
を
満
喫
で
き

る「
奥
日
立
き
ら
ら
の
里
」を
会
場
に
、

ご
自
慢
の
ワ
ン
ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
楽

し
め
る
『
ひ
た
ち
ド
ッ
グ
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
』は
、
市
内
外
か
ら
千
五
百

名
超
の
参
加
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

大
学
生
を
対
象
に
日
立
市
の
魅
力
を

伝
え
、
日
立
市
で
の
暮
ら
し
を
考
え

る
ツ
ア
ー
『
ひ
た
ち
の
暮
ら
し
が
み

え
る
旅
』で
は
、
首
都
圏
中
心
に
22
名

も
の
大
学
生
・
大
学
院
生
に
農
業
や

市
内
で
水
揚
げ
さ
れ
た
魚
の
調
理
な

ど
を
体
験
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
市
内
企
業
・
団
体
へ
の

出
前
講
座
の
ご
依
頼
を
い
た
だ
く
こ

と
も
あ
り
、
コ
ア
メ
ン
バ
ー
自
ら
の

学
び
が
、社
会
と
つ
な
が
っ
て
い
る
・

貢
献
し
て
い
る
こ
と
を
体
感
し
、

キ
ャ
リ
ア
観
を
深
め
ら
れ
る
機
会
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　
３
期
目
の
活
動
を
通
し
て
率
直
に

感
じ
た
こ
と
は
、〝
ま
ち
の
た
め
と

か
、
社
会
の
た
め
で
は
な
く
、「
自
分

の
た
め
＝
自
己
実
現
の
手
段
」
と
し

て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
っ
て
い
る

人
が
複
数
い
る
と
、
そ
の
組
織
の
熱

量
は
保
ち
続
け
ら
れ
る
〞
と
い
う
こ

と
で
し
た
。残
念
な
が
ら
、
綺
麗
事
だ

け
で
は
ま
ち
づ
く
り
は
続
け
ら
れ
ま

せ
ん
。
こ
れ
か
ら

も
、
若
者
世
代
が
、

ま
ず
自
分
自
身
と

社
会
を
深
く
知
り
、

当
事
者
意
識
を

持
っ
て
向
き
合
い

た
い
・
チ
ャ
レ
ン

ジ
し
た
い
と
思
う

何
か
を
見
つ
け
ら

れ
る
、
そ
ん
な
キ

ッ
カ
ケ
と
な
る
団

体
で
あ
り
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

（
令
和
５
年
度  

代
表

新
妻
幹
生 

執
筆
）

エッセイ 112

ひたち若者かがやき会議

　令和３年７月７日設立。ひたち若者

かがやきプランの目指すべき姿「かが

やく若者であふれるひたち」に近づく

ための一歩として設立された若者主

体の組織。まちづくりや魅力づくり、

地域課題解決、関係人口創出等に対す

る取組を若者の自由なアイデアで実

践している。

ひたち若者かがやき会議

かがやく若者を見つけ、
巻き込む、３年間の軌跡

若者会議全体会

会のイメージマーク

ひたちドッグフェスティバルHPや各種SNSで発信している最新の活動情報を要チェック！
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「
お
箏
は
難
し
い
け
ど
、や
っ
て
み
た

ら
楽
し
い
で
す
」（
小
一
）

「
み
ん
な
で
色
々
な
曲
を
演
奏
で
き

て
嬉
し
い
で
す
」（
小
四
）

「
箏
は
私
の
自
信
に
な
り
ま
し

た
。大
切
な
楽
器
で
す
」（
小
六
）

「
昔
か
ら
の
楽
器
に
触
れ
ら
れ

て
、と
て
も
嬉
し
く
思
っ
て
い

ま
す
」（
中
一
）

「
弾
け
る
曲
や
で
き
る
技
が
増

え
て
、楽
し
い
で
す
」（
中
三
）

「
難
し
い
と
思
っ
た
曲
や
技
が

で
き
た
時
、成
長
を
感
じ
ら
れ
、

お
箏
を
続
け
る
楽
し
さ
が
あ

る
」（
高
一
、高
三
）

　子
供
教
室
に
来
る
ほ
と
ん
ど
は
、教

室
で
初
め
て
お
箏
に
触
れ
る
子
で
す
。

音
を
出
す
の
も
や
っ
と
の
子
が
、練
習

を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、百
年
も
昔

の
曲
か
ら
現
代
曲
ま
で
弾
け
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。お
箏
と
い
う
楽
器
で
演

奏
す
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
も
っ
と
沢

山
の
方
々
に
知
っ
て
頂
け
た
ら
と
思

い
ま
す
。

　以
下
は
一
緒
に
練
習
し
て
い
る
子

の
生
の
声
の
一
部
で
す
。

「
歌
い
な
が
ら
先
生
と
ひ
く
の
が
楽
し

い
で
す
」（
四
歳
）

「
お
箏
の
音
が
好
き
で
教
室
に
入
り
、

楽
し
い
で
す
」（
六
歳
）

105

日々を詠む
にち にち よ

《選・評　樫村　奎子》

駅
前
の
子
安
地
蔵
に
菜
の
花
を

　
　供
ふ
る
老
の
背
生
き
生
き
と
見
ゆ

　地
元
の
町
の
目
鼻
も
朽
ち
た
子
安
地
蔵
に
、
翁
が
菜

の
花
を
供
え
て
い
る
。
そ
の
背
中
を
見
つ
め
る
作
者
は

九
十
五
歳
の
元
気
な
媼
。
地
域
の
住
民
が
子
ら
を
み
ん

な
で
見
守
る
優
し
さ
を
詠
ん
だ
「
光
の
春
」
の
一
場
面

で
あ
る
。

（
作
者
は
日
高
短
歌
会
会
員
）

久
保
田

　絹
枝

お
こ
と
・
尺
八
子
供
教
室

お
こ
と
・
尺
八
子
供
教
室

日
立
市
少
年
少
女
合
唱
団

日
立
市
少
年
少
女
合
唱
団

こ
と

　日
立
市
少
年
少
女
合
唱
団
は
、昭
和
42
年

に
設
立
さ
れ
、今
年
57
年
目
を
迎
え
ま
し
た
。

ジ
ュ
ニ
ア
ク
ラ
ス（
小
学
生
）と
シ
ニ
ア
ク
ラ

ス（
中
・
高
生
）が
あ
り
ま
す
。

　練
習
は
、土
曜
日
に
加
え
、夏
と
冬
に
行
う

集
中
練
習
が
あ
り
ま
す
。練
習
の
合
間
に
は

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
し
た
り
、科
学
館
を
体
験

し
た
り
、上
級
生
が
下
級
生
の
面
倒
を
見
て
、

団
員
同
士
楽
し
く
活
動
し
て
い
ま
す
。

　今
年
度
は「
日
立
市
民
音
楽
祭
」や「
茨
城

県
少
年
少
女
合
唱
祭
」、「
ひ
た
ち
こ
ど
も
芸

術
祭
」等
、年
間
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
音
楽

祭
や
発
表
会
に
出
演
す
る
予
定
で
す
。

　毎
年
3
月
の
第
4
週
に
は
、日
立
市
民
会

館
に
て
定
期
演
奏
会
を
開
催
し
、一
年
間
の

活
動
の
成
果
を
発
表
し
ま
す
。子
ど
も
た
ち

の
美
し
い
歌
声
を
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
く
だ

さ
い
。

　合
唱
団
で
は
団
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

歌
が
好
き
な
人
、歌
が
う
ま
く
な
り
た
い
人
、

他
の
学
校
の
友
達
が
ほ
し
い
人
、合
唱
団
に

入
っ
て
一
緒
に
歌
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

5

　
日
立
市
文
化
少
年
団

を
ご
存
じ
で
し
ょ
う

か
？
日
立
市
で
は
現
在

２3
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
い
き
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！

おこと・尺八子供教室の案内

活動日時　月1回　塙山教室　土曜日10：00～ 11：30
　　　　　　　　 十王教室　日曜日10：30～ 12：00
活動場所　①塙山交流センター　②十王交流センター
入団条件　（お箏）おおむね４歳から中学３年生まで
　　　　　（尺八）小学1年生以上
会　　費　1,000円/回（爪、箏、尺八の貸し出しあり）
申し込み,　（お箏）佐藤美知子  TEL・FAX 0294-34-6097
問合せ先　（尺八）大山　一浩  TEL・FAX 0294-36-3456

日立市少年少女合唱団の案内 

活動日時　土曜日（年間30回程度）
　　　　　ジュニアクラス　14：30～ 16：30（下半期は13：30～）　
　　　　　シニアクラス　  16：40 ～ 17：50
活動場所　中小路交流センター（日立市民会館3階）
入団条件　小学１年生から高校３年生まで
会　　費　3,000円／月（ジュニアクラス：小学生）
　　　　　2,500円／月（シニアクラス：中学、高校生）
申し込み，日立市少年少女合唱団事務局
問合せ先　〒317-0063　日立市若葉町1-5-8　日立市民会館内
　　　　　TEL 0294-22-6481　FAX 0294-22-6633
　　　　　E-mail：hitachi-hall@civic.jp
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探索 「玉簾の滝」

會澤　隆司（郷土史愛好家）

　玉
簾
の
滝
は
、
高
鈴
山
の
北
側

に
源
を
発
す
る
滝
沢
川
が
里
川
に

合
流
す
る
と
こ
ろ
、
安
産
の
観
音

様
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
東
河
内

町
の
瀑
布
山
玉
簾
寺
の
境
内
に
あ

る
。
滝
の
規
模
は
、
高
さ
は
約
十

八
ｍ
、
幅
が
約
八
ｍ
で
箱
庭
の
よ

う
な
風
情
が
あ
る
。

　滝
の
名
称
は
、
水
戸
藩
二
代
藩
主

徳
川
光
圀
が
、
天
和
三
年
（
一
六
八

三
）
七
月
に
こ
の
地
を
訪
れ
、
滝
水

の
流
れ
る
様
子
が
た
ま
す
だ
れ
に
似

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
「
玉
簾
の
滝
」

と
命
名
し
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

　こ
の
滝
を
眺
め
る
た
め
に
、
水
戸

藩
主
や
文
人
墨
客
が
来
遊
し
、
文
芸

作
品
な
ど
を
残
し
て
い
る
。

　以
下
、
玉
簾
の
滝
を
詠
ん
だ
漢

詩
・
和
歌
・
俳
句
な
ど
を
紹
介
し

よ
う
。

　　
　玉
簾
瀑

　徳
川
光
圀

飛
泉
倒
断
崖

　乱
沫
散
微
糸

白
布
懸
空
瀑

　玉
簾
穿
岳
垂

雷
聲
轟
地
軸

　雲
額
払
山
眉

千
歳
徐
凝
後

　為
吾
洗
悪
詩

　　
　玉
簾
寺

　加
倉
井
砂
山
（
儒
者
）

山
水
極
幽
邃

　此
來
稱
妙
遊

偶
然
坐
良
久

　浄
理
箇
裏
求

　
　次
韻

　周
甫
（
玉
簾
寺
住
職
）

山
上
瀑
泉
幽

　逍
遙
二
客
遊

我
宗
無
一
物

　更
興
喫
茶
求

　
　安
藤
朴
翁
（
国
学
者
）

い
さ
ぎ
よ
く
お
ち
瀧
つ
せ
の

　
　
　
　
　玉
た
れ
を

　
　ま
き
あ
け
出
る
水
の
し
ら
な
み

　
　雨
宮
端
亭
（
水
戸
藩
士
）

山
姫
の
く
る
や
千
筋
の
糸
な
か
く

　
　
　つ
ら
ぬ
き
と
め
ぬ
玉
簾
の
滝

　
　丹
就
道
（
水
戸
藩
士
）

天
津
か
る
見
ぬ
世
を
か
け
て

　
　
　
　
　と
く
法
に

　
　
　声
打
ち
そ
ふ
る
玉
た
れ
の
瀧

　
　
　

　
　徳
川
斉
昭
（
水
戸
藩
九
代
藩
主
）

木
の
間
よ
り
落
ち
く
る
瀧
の

　
　
　
　
　玉
す
だ
れ

　
　か
ゝ
る
錦
も
き
て
こ
そ
は
見
れ

紅
葉
せ
し
木
の
間
の
瀧
の
玉
す
だ
れ

　
　落
つ
る
錦
を
き
て
こ
そ
ま
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　

　
　大
窪
光
謙
（
医
師
）

か
ね
て
聞
ま
が
玉
だ
れ
の

　
　
　
　
　滝
つ
べ
は

　
　玉
も
ゆ
ら
ゝ
の
音
の
す
る
か
も

　
　
　

　
　篠
原
香
山
（
画
家
）

落
ち
て
來
る
水
に
は
あ
ら
て

　
　
　
　
　滝
の
面
は

　
　み
な
し
く
玉
の
ち
る
か
と
ぞ
見
る

曽
聞
此
地
有
飛
泉

未
見
観
音
高
閣
辺

最
怪
九
霄
限
漢
水

化
成
白
玉
散
堂
前

　
　
　

　
　朝
比
奈
泰
吉
（
水
戸
藩
士
）

又
や
み
ん
千
尋
を
落
ち
て
岩
間
よ
り

　
　
　
　砕
け
る
波
の
玉
た
れ
の
瀧

大
那
む
ち
す
く
な
彦
那
の
神
わ
ざ
の

　う
つ
つ
に
残
る
こ
と
の
か
し
こ
さ

　
　す
が
は
ら
の
女

　
　
　
　

  

（
山
野
辺
夫
人
御
付
の
女
性
）

一
筋
に
た
の
み
そ
か
る
く
玉
た
れ
の

　
　
　
　佛
の
御
手
の
滝
の
し
ら
糸

草
木
に
も
花
咲
法
の
ち
が
い
に
は

　
　
　も
ら
し
給
う
な
君
か
行
く
末

う
き
名
を
は
立
こ
そ
と
は
し

　
　
　
　
　わ
け
ま
よ
う

　
　
　野
山
の
露
と
消
は
つ
る
か
な

　
　幻
窓
湖
中
（
水
戸
藩
士
）

夏
あ
り
て
僧
も
住
む
や
ら
玉
簾
寺

馬
の
子
は
か
は
ゆ
き
も
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　け
し
の
花

　こ
の
他
に
、
藤
田
東
湖
・
成
田
鶴

齊
・
牟
田
高
惇
ら
が
紀
行
文
を
残
し

て
い
る
。
ま
た
、
松
尾
芭
蕉
の

「
松
風
の
於
ち
葉
加
水
能
音
寿
ゞ
し
」

の
句
碑
や
、
地
元
俳
人
た
ち
の
連
名

句
碑
「
田
毎
碑
」
が
建
立
さ
れ
て
い

る
。　玉

簾
の
滝
は
、
里
川
の
渓
谷
と
山

村
景
観
と
を
一
体
化
し
て
鑑
賞
す
る

と
そ
の
趣
と
、
そ
し
て
、
文
人
た
ち

の
思
い
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と

こ
ろ
で
も
あ
る
。

ふるさと探訪ふるさと探訪パートⅡ－パートⅡ－ 8686

・
・
・
・
・

む
す
め

玉簾の滝

「みちのく小記」篠原 香山

安政二年（1855年）

（4）

こ
と
で
す
。
そ
の
時
に
「
こ
の
ま
ま

同
じ
こ
と
を
や
っ
て
い
て
大
丈
夫

だ
ろ
う
か
」
と
い
う
不
安
が
脳
裏
を

よ
ぎ
り
、
と
り
あ
え
ず
何
か
し
ら
行

動
を
起
こ
そ
う
と
心
に
決
め
ま
し

た
。
洋
菓
子
と
違
っ
て
和
菓
子
は

あ
ま
り
値
段
を
高
く
し
て
は
い
け

な
い
風
潮
が
根
強
く
あ
り
ま
す
。

利
益
を
出
し
に
く
い
の
で
、
付
加

価
値
を
つ
け
た
商
品
を
作
ら
な
い

と
店
の
経
営
が
立
ち
ゆ
か
な
く
な

る
と
い
う
不
安
が
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　

 

ず
っ
と
職
人
で
や
っ
て
き

た
の
で
、
菓
子
を
作
る
こ
と
は
で

き
て
も
、
経
営
に
関
す
る
こ
と
や

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
勉
強
は
し
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ビ
ジ
ネ
ス
ス

ク
ー
ル
に
通
っ
て
い
た
時
に
「
お

客
様
が
求
め
て
い
る
商
品
を
創
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
考

え
方
を
学
び
ま
し
た
。
そ
ん
な
時

に
飯
沼
栗
と
い
う
栗
を
知
り
合
い

か
ら
譲
っ
て
も
ら
い
食
べ
て
み
た

と
こ
ろ
美
味
し
か
っ
た
の
で
、
こ

れ
で
お
菓
子
を
作
り
た
い
と
い
う

思
い
が
湧
き
上
が
っ
た
の
で
す
。

茨
城
に
は
贈
答
用
の
高
級
な
和
菓

子
が
無
い
と
い
う
声
を
以
前
か
ら

聞
い
て
い
た
の
で
、
思
い
切
っ
て

一
本
一
万
円
の
栗
羊
羹
を
作
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
価
格
設
定

に
対
し
て
、
周
囲
か
ら
は
「
一
万

円
で
売
れ
る
わ
け
が
な
い
」
と
い

う
否
定
的
な
声
も
上
が
り
ま
し
た

が
、
原
材
料
費
や
人
件
費
を
加
味

し
た
上
で
勇
気
を
出
し
て
決
断
し

ま
し
た
。
実
際
に
売
り
始
め
て
み

る
と
お
客
様
に
も
好
評
で
、
ま
た

高
い
値
段
設
定
を
し
た
こ
と
で
記

憶
に
も
残
り
や
す
く
な
り
、
話
題

に
も
多
く
上
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
思
い
切
っ
て
こ
の
値
段
に
し

て
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　

 

強
気
の
価
格
設
定
は
、
栗

農
家
さ
ん
の
立
場
を
考
え
て
の
こ

と
で
も
あ
り
ま
す
。
仕
入
先
の
方

と
雑
談
を
し
て
い
た
時
に
、

「
孫
の
教
育
資
金
を
出
す
の

が
難
し
く
て
」
と
い
う
悩
み

を
漏
ら
さ
れ
ま
し
た
。
農
家

の
仕
事
は
自
然
を
相
手
に
す

る
た
め
苦
労
が
絶
え
な
い
。

天
候
や
市
場
の
動
向
に
左
右

さ
れ
や
す
い
の
で
収
入
も
非

常
に
不
安
定
で
す
。
特
に
栗

農
家
は
年
に
一
度
の
収
穫
で

一
年
間
の
生
活
費
を
や
り
繰

り
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
環
境
で
は
子
ど
も
や

孫
に
跡
を
継
が
せ
よ
う
と
す

る
農
家
さ
ん
は
少
な
い
と
思

い
ま
す
。
質
の
高
い
栗
を
将

来
的
に
安
定
し
て
得
る
た
め
に
は

農
家
さ
ん
が
自
分
た
ち
の
生
活
を

送
れ
る
よ
う
に
収
入
を
得
る
こ
と

が
大
切
で
、
そ
の
た
め
に
は
私
た

ち
が
商
品
の
価
値
に
見
合
っ
た
卸

値
で
買
い
付
け
る
こ
と
が
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。

　
　
　

 

こ
の
羊
羹
は
万
羊
羹
と
名

付
け
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
一
本

一
万
円
す
る
こ
と
、
万
葉
集
の
中

に
栗
と
愛
す
る
人
を
詠
ん
だ
歌
が

あ
る
こ
と
、
羊
羹
の
中
に
万
に
栗

が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の

三
つ
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
名
前
の
候
補
が
い
く
つ
か
挙

が
っ
た
の
で
す
が
、
歴
史
的
な
意

味
合
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
点
が

気
に
入
り
「
こ
れ
だ
」
と
選
び
ま

し
た
。

　
　
　

 

万
羊
羹
は
店
頭
以
外
に
市

内
の
観
光
地
な
ど
で
販
売
し
て
い

る
ほ
か
、
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ

で
も
扱
っ
て
い
ま
す
。
特
に
オ
ン

ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
は
売
上
の
半
分

を
占
め
て
い
ま
す
。
ま
た
海
外
に

も
日
本
の
美
味
し
い
和
菓
子
を
広

め
た
い
と
考
え
、
台
湾
に
も
販
路

を
拡
大
し
て
い
ま
す
。
あ
る
程
度

の
売
り
上
げ
が
作
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
ら
栗
の
仕
入
れ
単
価
を
引

き
上
げ
て
栗
農
家
さ
ん
に
還
元
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
将
来
的

に
は
北
米
方
面
へ
の
販
路
拡
大
も

視
野
に
入
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め

に
今
年
の
夏
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で

開
か
れ
る
展
示
会
に
足
を
運
ぼ
う

と
計
画
中
で
す
。

　
　
　

 

今
後
も
お
客
様
の
「
こ
う

い
っ
た
お
菓
子
を
食
べ
た
い
」
と

い
う
要
望
に
応
え
、
付
加
価
値
の

あ
る
商
品
を
作
り
続
け
て
い
き
た

い
で
す
。
自
分
が
出
会
っ
た
食
材

を
使
っ
て
お
菓
子
を
作
り
、
そ
れ

を
皆
さ
ま
に
お
届
け
す
る
こ
と
で

お
客
様
に
笑
顔
に
な
っ
て
も
ら
え

れ
ば
嬉
し
い
で
す
。

　
　
　

 

風
月
堂
の
創
業
は
一
九
四

八
年
で
す
。
私
の
祖
父
が
戦
後
内

地
に
戻
っ
た
時
に
、
大
子
の
菓
子

店
で
丁
稚
奉
公
を
し
て
い
た
経
験

を
生
か
し
て
和
菓
子
屋
を
始
め
ま

し
た
。
当
時
活
気
が
あ
っ
た
常
磐

炭
鉱
の
長
屋
の
商
店
へ
味
噌
饅
頭

や
羊
羹
な
ど
の
卸
売
り
を
中
心
に

商
売
を
し
て
い
ま
し
た
。
時
代
が

下
る
に
つ
れ
て
洋
菓
子
な
ど
も
取

り
扱
う
よ
う
に
な
り
、
自
店
舗
で

の
販
売
も
始
め
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
　
　

 

県
外
で
修
行
し
て
い
た
私

が
地
元
に
戻
り
、
三
代
目
と
し
て

跡
を
継
い
だ
の
が
二
〇
二
〇
年
の

〝
万
〞に
込
め
た
和
菓
子
と
農
家
へ
の
想
い
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　「
花
」「
鳥
」「
風
」「
月
」
の
四
つ
の
意
匠
が
あ
し
ら

わ
れ
た
の
れ
ん
を
く
ぐ
り
店
内
に
一
歩
足
を
踏
み
入

れ
る
と
、
和
菓
子
の
甘
い
香
り
が
鼻
の
奥
を
く
す
ぐ
っ

て
く
る
。
取
材
班
を
に
こ
や
か
に
出
迎
え
て
く
れ
た

藤
田
さ
ん
は
、
老
舗
和
菓
子
店
の
三
代
目
店
主
と
は

思
え
な
い
ほ
ど
の
若
さ
だ
が
、
会
う
人
の
心
を
つ
か

む
素
敵
な
笑
顔
と
整
然
と
し
た
経
営
理
念
を
あ
わ
せ

持
つ
魅
力
的
な
方
で
あ
っ
た
。

株式会社常陸風月堂

藤田　浩一さん
（十王町山部）

三代目店主

三代目店主・藤田浩一さん

お客様のニーズに沿って多彩な商品を取り揃える

飯沼栗をふんだんに使った逸品・万羊羹

ま
ん

よ
ろ
ず
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探索 「玉簾の滝」

會澤　隆司（郷土史愛好家）

　玉
簾
の
滝
は
、
高
鈴
山
の
北
側

に
源
を
発
す
る
滝
沢
川
が
里
川
に

合
流
す
る
と
こ
ろ
、
安
産
の
観
音

様
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
東
河
内

町
の
瀑
布
山
玉
簾
寺
の
境
内
に
あ

る
。
滝
の
規
模
は
、
高
さ
は
約
十

八
ｍ
、
幅
が
約
八
ｍ
で
箱
庭
の
よ

う
な
風
情
が
あ
る
。

　滝
の
名
称
は
、
水
戸
藩
二
代
藩
主

徳
川
光
圀
が
、
天
和
三
年
（
一
六
八

三
）
七
月
に
こ
の
地
を
訪
れ
、
滝
水

の
流
れ
る
様
子
が
た
ま
す
だ
れ
に
似

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
「
玉
簾
の
滝
」

と
命
名
し
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

　こ
の
滝
を
眺
め
る
た
め
に
、
水
戸

藩
主
や
文
人
墨
客
が
来
遊
し
、
文
芸

作
品
な
ど
を
残
し
て
い
る
。

　以
下
、
玉
簾
の
滝
を
詠
ん
だ
漢

詩
・
和
歌
・
俳
句
な
ど
を
紹
介
し

よ
う
。

　　
　玉
簾
瀑

　徳
川
光
圀

飛
泉
倒
断
崖

　乱
沫
散
微
糸

白
布
懸
空
瀑

　玉
簾
穿
岳
垂

雷
聲
轟
地
軸

　雲
額
払
山
眉

千
歳
徐
凝
後

　為
吾
洗
悪
詩

　　
　玉
簾
寺

　加
倉
井
砂
山
（
儒
者
）

山
水
極
幽
邃

　此
來
稱
妙
遊

偶
然
坐
良
久

　浄
理
箇
裏
求

　
　次
韻

　周
甫
（
玉
簾
寺
住
職
）

山
上
瀑
泉
幽

　逍
遙
二
客
遊

我
宗
無
一
物

　更
興
喫
茶
求

　
　安
藤
朴
翁
（
国
学
者
）

い
さ
ぎ
よ
く
お
ち
瀧
つ
せ
の

　
　
　
　
　玉
た
れ
を

　
　ま
き
あ
け
出
る
水
の
し
ら
な
み

　
　雨
宮
端
亭
（
水
戸
藩
士
）

山
姫
の
く
る
や
千
筋
の
糸
な
か
く

　
　
　つ
ら
ぬ
き
と
め
ぬ
玉
簾
の
滝

　
　丹
就
道
（
水
戸
藩
士
）

天
津
か
る
見
ぬ
世
を
か
け
て

　
　
　
　
　と
く
法
に

　
　
　声
打
ち
そ
ふ
る
玉
た
れ
の
瀧

　
　
　

　
　徳
川
斉
昭
（
水
戸
藩
九
代
藩
主
）

木
の
間
よ
り
落
ち
く
る
瀧
の

　
　
　
　
　玉
す
だ
れ

　
　か
ゝ
る
錦
も
き
て
こ
そ
は
見
れ

紅
葉
せ
し
木
の
間
の
瀧
の
玉
す
だ
れ

　
　落
つ
る
錦
を
き
て
こ
そ
ま
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　

　
　大
窪
光
謙
（
医
師
）

か
ね
て
聞
ま
が
玉
だ
れ
の

　
　
　
　
　滝
つ
べ
は

　
　玉
も
ゆ
ら
ゝ
の
音
の
す
る
か
も

　
　
　

　
　篠
原
香
山
（
画
家
）

落
ち
て
來
る
水
に
は
あ
ら
て

　
　
　
　
　滝
の
面
は

　
　み
な
し
く
玉
の
ち
る
か
と
ぞ
見
る

曽
聞
此
地
有
飛
泉

未
見
観
音
高
閣
辺

最
怪
九
霄
限
漢
水

化
成
白
玉
散
堂
前

　
　
　

　
　朝
比
奈
泰
吉
（
水
戸
藩
士
）

又
や
み
ん
千
尋
を
落
ち
て
岩
間
よ
り

　
　
　
　砕
け
る
波
の
玉
た
れ
の
瀧

大
那
む
ち
す
く
な
彦
那
の
神
わ
ざ
の

　う
つ
つ
に
残
る
こ
と
の
か
し
こ
さ

　
　す
が
は
ら
の
女

　
　
　
　

  

（
山
野
辺
夫
人
御
付
の
女
性
）

一
筋
に
た
の
み
そ
か
る
く
玉
た
れ
の

　
　
　
　佛
の
御
手
の
滝
の
し
ら
糸

草
木
に
も
花
咲
法
の
ち
が
い
に
は

　
　
　も
ら
し
給
う
な
君
か
行
く
末

う
き
名
を
は
立
こ
そ
と
は
し

　
　
　
　
　わ
け
ま
よ
う

　
　
　野
山
の
露
と
消
は
つ
る
か
な

　
　幻
窓
湖
中
（
水
戸
藩
士
）

夏
あ
り
て
僧
も
住
む
や
ら
玉
簾
寺

馬
の
子
は
か
は
ゆ
き
も
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　け
し
の
花

　こ
の
他
に
、
藤
田
東
湖
・
成
田
鶴

齊
・
牟
田
高
惇
ら
が
紀
行
文
を
残
し

て
い
る
。
ま
た
、
松
尾
芭
蕉
の

「
松
風
の
於
ち
葉
加
水
能
音
寿
ゞ
し
」

の
句
碑
や
、
地
元
俳
人
た
ち
の
連
名

句
碑
「
田
毎
碑
」
が
建
立
さ
れ
て
い

る
。　玉

簾
の
滝
は
、
里
川
の
渓
谷
と
山

村
景
観
と
を
一
体
化
し
て
鑑
賞
す
る

と
そ
の
趣
と
、
そ
し
て
、
文
人
た
ち

の
思
い
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と

こ
ろ
で
も
あ
る
。

ふるさと探訪ふるさと探訪パートⅡ－パートⅡ－ 8686

・
・
・
・
・

む
す
め

玉簾の滝

「みちのく小記」篠原 香山

安政二年（1855年）

（4）

こ
と
で
す
。
そ
の
時
に
「
こ
の
ま
ま

同
じ
こ
と
を
や
っ
て
い
て
大
丈
夫

だ
ろ
う
か
」
と
い
う
不
安
が
脳
裏
を

よ
ぎ
り
、
と
り
あ
え
ず
何
か
し
ら
行

動
を
起
こ
そ
う
と
心
に
決
め
ま
し

た
。
洋
菓
子
と
違
っ
て
和
菓
子
は

あ
ま
り
値
段
を
高
く
し
て
は
い
け

な
い
風
潮
が
根
強
く
あ
り
ま
す
。

利
益
を
出
し
に
く
い
の
で
、
付
加

価
値
を
つ
け
た
商
品
を
作
ら
な
い

と
店
の
経
営
が
立
ち
ゆ
か
な
く
な

る
と
い
う
不
安
が
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　

 

ず
っ
と
職
人
で
や
っ
て
き

た
の
で
、
菓
子
を
作
る
こ
と
は
で

き
て
も
、
経
営
に
関
す
る
こ
と
や

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
勉
強
は
し
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ビ
ジ
ネ
ス
ス

ク
ー
ル
に
通
っ
て
い
た
時
に
「
お

客
様
が
求
め
て
い
る
商
品
を
創
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
考

え
方
を
学
び
ま
し
た
。
そ
ん
な
時

に
飯
沼
栗
と
い
う
栗
を
知
り
合
い

か
ら
譲
っ
て
も
ら
い
食
べ
て
み
た

と
こ
ろ
美
味
し
か
っ
た
の
で
、
こ

れ
で
お
菓
子
を
作
り
た
い
と
い
う

思
い
が
湧
き
上
が
っ
た
の
で
す
。

茨
城
に
は
贈
答
用
の
高
級
な
和
菓

子
が
無
い
と
い
う
声
を
以
前
か
ら

聞
い
て
い
た
の
で
、
思
い
切
っ
て

一
本
一
万
円
の
栗
羊
羹
を
作
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
価
格
設
定

に
対
し
て
、
周
囲
か
ら
は
「
一
万

円
で
売
れ
る
わ
け
が
な
い
」
と
い

う
否
定
的
な
声
も
上
が
り
ま
し
た

が
、
原
材
料
費
や
人
件
費
を
加
味

し
た
上
で
勇
気
を
出
し
て
決
断
し

ま
し
た
。
実
際
に
売
り
始
め
て
み

る
と
お
客
様
に
も
好
評
で
、
ま
た

高
い
値
段
設
定
を
し
た
こ
と
で
記

憶
に
も
残
り
や
す
く
な
り
、
話
題

に
も
多
く
上
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
思
い
切
っ
て
こ
の
値
段
に
し

て
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　

 

強
気
の
価
格
設
定
は
、
栗

農
家
さ
ん
の
立
場
を
考
え
て
の
こ

と
で
も
あ
り
ま
す
。
仕
入
先
の
方

と
雑
談
を
し
て
い
た
時
に
、

「
孫
の
教
育
資
金
を
出
す
の

が
難
し
く
て
」
と
い
う
悩
み

を
漏
ら
さ
れ
ま
し
た
。
農
家

の
仕
事
は
自
然
を
相
手
に
す

る
た
め
苦
労
が
絶
え
な
い
。

天
候
や
市
場
の
動
向
に
左
右

さ
れ
や
す
い
の
で
収
入
も
非

常
に
不
安
定
で
す
。
特
に
栗

農
家
は
年
に
一
度
の
収
穫
で

一
年
間
の
生
活
費
を
や
り
繰

り
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
環
境
で
は
子
ど
も
や

孫
に
跡
を
継
が
せ
よ
う
と
す

る
農
家
さ
ん
は
少
な
い
と
思

い
ま
す
。
質
の
高
い
栗
を
将

来
的
に
安
定
し
て
得
る
た
め
に
は

農
家
さ
ん
が
自
分
た
ち
の
生
活
を

送
れ
る
よ
う
に
収
入
を
得
る
こ
と

が
大
切
で
、
そ
の
た
め
に
は
私
た

ち
が
商
品
の
価
値
に
見
合
っ
た
卸

値
で
買
い
付
け
る
こ
と
が
必
要
だ

と
思
い
ま
す
。

　
　
　

 

こ
の
羊
羹
は
万
羊
羹
と
名

付
け
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
は
一
本

一
万
円
す
る
こ
と
、
万
葉
集
の
中

に
栗
と
愛
す
る
人
を
詠
ん
だ
歌
が

あ
る
こ
と
、
羊
羹
の
中
に
万
に
栗

が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の

三
つ
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま

す
。
名
前
の
候
補
が
い
く
つ
か
挙

が
っ
た
の
で
す
が
、
歴
史
的
な
意

味
合
い
も
込
め
ら
れ
て
い
る
点
が

気
に
入
り
「
こ
れ
だ
」
と
選
び
ま

し
た
。

　
　
　

 

万
羊
羹
は
店
頭
以
外
に
市

内
の
観
光
地
な
ど
で
販
売
し
て
い

る
ほ
か
、
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ

で
も
扱
っ
て
い
ま
す
。
特
に
オ
ン

ラ
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
は
売
上
の
半
分

を
占
め
て
い
ま
す
。
ま
た
海
外
に

も
日
本
の
美
味
し
い
和
菓
子
を
広

め
た
い
と
考
え
、
台
湾
に
も
販
路

を
拡
大
し
て
い
ま
す
。
あ
る
程
度

の
売
り
上
げ
が
作
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
ら
栗
の
仕
入
れ
単
価
を
引

き
上
げ
て
栗
農
家
さ
ん
に
還
元
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
将
来
的

に
は
北
米
方
面
へ
の
販
路
拡
大
も

視
野
に
入
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め

に
今
年
の
夏
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で

開
か
れ
る
展
示
会
に
足
を
運
ぼ
う

と
計
画
中
で
す
。

　
　
　

 

今
後
も
お
客
様
の
「
こ
う

い
っ
た
お
菓
子
を
食
べ
た
い
」
と

い
う
要
望
に
応
え
、
付
加
価
値
の

あ
る
商
品
を
作
り
続
け
て
い
き
た

い
で
す
。
自
分
が
出
会
っ
た
食
材

を
使
っ
て
お
菓
子
を
作
り
、
そ
れ

を
皆
さ
ま
に
お
届
け
す
る
こ
と
で

お
客
様
に
笑
顔
に
な
っ
て
も
ら
え

れ
ば
嬉
し
い
で
す
。

　
　
　

 

風
月
堂
の
創
業
は
一
九
四

八
年
で
す
。
私
の
祖
父
が
戦
後
内

地
に
戻
っ
た
時
に
、
大
子
の
菓
子

店
で
丁
稚
奉
公
を
し
て
い
た
経
験

を
生
か
し
て
和
菓
子
屋
を
始
め
ま

し
た
。
当
時
活
気
が
あ
っ
た
常
磐

炭
鉱
の
長
屋
の
商
店
へ
味
噌
饅
頭

や
羊
羹
な
ど
の
卸
売
り
を
中
心
に

商
売
を
し
て
い
ま
し
た
。
時
代
が

下
る
に
つ
れ
て
洋
菓
子
な
ど
も
取

り
扱
う
よ
う
に
な
り
、
自
店
舗
で

の
販
売
も
始
め
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
　
　

 

県
外
で
修
行
し
て
い
た
私

が
地
元
に
戻
り
、
三
代
目
と
し
て

跡
を
継
い
だ
の
が
二
〇
二
〇
年
の

〝
万
〞に
込
め
た
和
菓
子
と
農
家
へ
の
想
い
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　「
花
」「
鳥
」「
風
」「
月
」
の
四
つ
の
意
匠
が
あ
し
ら

わ
れ
た
の
れ
ん
を
く
ぐ
り
店
内
に
一
歩
足
を
踏
み
入

れ
る
と
、
和
菓
子
の
甘
い
香
り
が
鼻
の
奥
を
く
す
ぐ
っ

て
く
る
。
取
材
班
を
に
こ
や
か
に
出
迎
え
て
く
れ
た

藤
田
さ
ん
は
、
老
舗
和
菓
子
店
の
三
代
目
店
主
と
は

思
え
な
い
ほ
ど
の
若
さ
だ
が
、
会
う
人
の
心
を
つ
か

む
素
敵
な
笑
顔
と
整
然
と
し
た
経
営
理
念
を
あ
わ
せ

持
つ
魅
力
的
な
方
で
あ
っ
た
。

株式会社常陸風月堂

藤田　浩一さん
（十王町山部）

三代目店主

三代目店主・藤田浩一さん

お客様のニーズに沿って多彩な商品を取り揃える

飯沼栗をふんだんに使った逸品・万羊羹

ま
ん

よ
ろ
ず
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会場・日時
5月11日（土）12：00～19：30
日立会場：JR日立駅前
（日立シビックセンター周辺）
5月12日（日）11：00～17：00
多賀会場：JR常陸多賀駅前
　　　　 （よかっぺ通り周辺）

日　時　5月12日（日）午後1時開演
会　場　日立市民会館ホール
料　金　全席指定　500円
問合せ　日立市民会館　0294-22-6481

過去のようす

第31回ひたちBigBandフェスティバル2024 ひたち国際大道芸2024

映画「ある町の高い煙突」
の松村克弥が監督をつと
めます

県内の高校生、
社会人のアマ
チュアビッグ
バンドによる
コンサート

日立のまちに、最強パフォー
マーたちが大集結！

日　時　5月26日（日）
　　　　午前10時／午後2時15分開演
会　場　日立市民会館ホール
料　金　全席自由　1,000円
問合せ　日立市民会館
　　　　0294-22-6481

「祈り－幻に長崎を想う刻－」映画

　北
茨
城
市
の
大
津
港
で
、
本
物
の

漁
船
（
神
船
）
に
神
輿
を
載
せ
て
渡

御
し
、
神
を
海
水
で
清
め
る
「
御
船

祭
」
が
催
さ
れ
る
。
こ
の
祭
り
は
港

の
北
側
の
「
唐
帰
山
」
に
鎮
座
す
る

式
内
社
「
佐
波
波
地
祇
神
社
」
の
祭

り
で
、
国
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に

登
録
さ
れ
て
お
り
、
五
年
に
一
度
開

催
さ
れ
る
。

　「
御
船
祭
」
と
い
う
の
で
、
神
輿

を
乗
せ
、
旗
や
幟
で
飾
り
立
て
た
神

船
が
何
艘
も
の
漁
船
を
従
え
て
、
漁

港
や
外
海
を
走
り
ま
わ
る
光
景
を
思

い
浮
か
べ
て
大
津
港
ま
で
来
た
が
、

な
ん
と
、
船
は
町
中
を
滑
っ
て
行
く
。

　近
く
の
役
員
ら
し
い
人
に
「
な
ん

で
船
が
陸
上
を
走
る
の
か
」
と
尋
ね

る
と
、「
昔
は
も
ち
ろ
ん
海
上
で
祭

り
を
し
て
い
た
そ
う
だ
が
、
そ
の
海

が
だ
ん
だ
ん
埋
め
立
て
ら
れ
て
今
の

地
形
に
な
っ
た
。
船
を
昔
通
り
の
場

所
で
走
ら
せ
よ
う
と
し
た
ら
陸
の
上

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
笑
っ
て
教

え
て
く
れ
た
。（
冗
談
だ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
が
・
・
・
）

　神
が
乗
る
神
輿
と
神
官
、
お
囃
子

な
ど
四
十
人
ほ
ど
を
乗
せ
た
神
船
は
、

三
百
人
ほ
ど
の
引
き
手
に
曳
か
れ
て

町
中
を
練
り
歩
く
。

　道
路
に
ソ
ロ
バ
ン
と
呼
ぶ
、
木
を

井
桁
状
に
組
ん
だ
台
を
敷
い
て
、
こ

の
上
で
船
を
滑
ら
せ

る
。
滑
る
と
き
の
摩

擦
は
も
の
す
ご
く
、

木
の
焼
け
る
に
お
い

と
煙
が
凄
ま
じ
い
。

摩
擦
を
少
し
で
も
和

ら
げ
よ
う
と
す
る
の

か
、
引
き
手
は
船
の

両
舷
に
張
り
付
き
、

船
を
左
右
に
揺
さ
ぶ

り
続
け
る
。
こ
の
人

た
ち
や
ソ
ロ
バ
ン
を

入
れ
た
り
外
し
た
り
す
る
人
た
ち
は
、

一
歩
間
違
う
と
船
に
弾
き
飛
ば
さ
れ

た
り
、
下
敷
き
に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
命
懸
け
だ
。
な
ん
と
も
勇
壮
な
お

祭
り
だ
。

　さ
て
、「
佐
波
波
地
祇
神
社
」
と

は
聞
き
な
れ
な
い
名
前
の
神
社
だ
。

　ま
ず
「
地
祇
」
だ
が
、
こ
れ
は
天

照
大
御
神
系
の
神
・「
天
神
」
に
対

す
る
太
古
か
ら
の
地
元
の
神
・「
国

神
」
の
こ
と
だ
。
祭
神
の
天
日
方
奇

日
方
命
、
大
己
貴
命
、
事
代
主
命
は
、

い
ず
れ
も
天
照
大
御
神
系
の
神
々
よ

り
以
前
か
ら
こ
の
国
を
開
拓
し
て
き

た
神
様
だ
。

　「
佐
波
波
」
に
つ
い
て
、
社
伝
で
は
、

日
本
武
尊
が
大
津
の
沖
で
遭
難
し
そ

う
に
な
っ
た
時
、「
我
は
こ
れ
佐
波

波
の
神
な
り
。」
と
い
っ
て
助
け
て

く
れ
た
神
の
名
と
さ
れ
て
い
る
。

　し
か
し
、
宮
本
元
球
は
『
常
陸
国

郡
郷
考
』
に
、
地
名
か
ら
名
づ
け
ら

れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
書
い

て
い
る
。「
佐
波
波
地
祇
神
社
は
、

い
ま
小
津
田
村
（
現
在
は
北
茨
城
市

華
川
町
上
小
津
田
、
大
津
港
か
ら
西

方
六
〜
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
山

里
）
に
あ
り
、
旧
澤
山
の
西
嶺
に
あ

る
」
と
し
て
い
る
。

　こ
の
神
社
に
行
っ
て
見
る
と
、

　

額
に
は
「
佐
波
神
社
」
と
書
か
れ
て

い
た
。
三
代
実
録
に
出
て
く
る
「
佐

波
神
」
を
祭
る
「
佐
波
神
社
」
だ
。

大
津
町
に
あ
る
「
佐
波
波
地
祇
神
社
」

は
元
々
こ
の
地
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

地
名
の
「
澤
山
」
か
ら
「
佐
波
神
」「
佐

波
神
社
」「
佐
波
波
地
祇
神
社
」
と

連
想
が
膨
ら
む
が
、
正
解
は
わ
か
ら

な
い
。
な
ん
と
も
面
白
い
神
社
の
面

白
い
祭
り
だ
。

さ

わ

わ

ち

ぎ

び
が
た
の
み
こ
と

お
お
な
む
ち
の
み
こ
と

こ
と
し
ろ
ぬ
し
の
み
こ
と

か
み

あ
め
の
ひ
が
た
く
し

く
に
つ

あ
ま
つ
か
み

ち  

ぎ

か
ら
か
い
さ
ん

佐波波地祇神社（大津町）

上：渡御中の神船
(北茨城市HPより)

左：ソロバン
(この上で神船を
引っ張る)

佐波波地祇神社の扁額（左：大津町、右：華川町）

　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

常陸国
　まつり歩き
常陸国
　まつり歩き

[終] 御 船 祭
お      ふね   まつり

（公財）日立市民科学文化財団の催しご案内
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た
レ
イ
ア
ウ
ト
に
よ
る

広
告
戦
略
は
的
中
し
大

評
判
と
な
り
ま
し
た
。

と
ろ
り
と
し
た
甘
み
の

あ
る
日
本
人
の
嗜
好
に

あ
っ
た
ワ
イ
ン
は
、
サ

ン
ト
リ
ー
の
土
台
を
築

き
上
げ
た
商
品
と
な
り
、

今
で
も
発
売
さ
れ
続
け

て
い
ま
す
。

　私
に
は
、
新
採
教
員

と
し
て
日
立
市
に
居
を

構
え
た
縁
で
初
め
て
目

に
し
た
日
立

風
流
物
へ
の

感
動
を
テ
ー

マ
に
、
約
40

年
前
に
制
作
し
た
ポ
ス

タ
ー
作
品
が
あ
り
ま
す
。

笛
や
太
鼓
な
ど
の
鳴
り

物
に
合
わ
せ
、
山
車
の

上
で
演
じ
ら
れ
る
か
ら

く
り
に
よ
る
人
形
芝
居
。
江
戸
元

禄
期
、
神
峰
神
社
の
宮
田
村
氏
子

が
疫
病
退
散
、
五
穀
豊
穣
を
祈
願

し
始
ま
っ
た
風
流
物
は
、
昭
和
20

年
７
月
ア
メ
リ
カ
軍
の
攻
撃
に
よ

り
焼
失
。
こ
れ
を
憂
え
た
根
本
甲

子
男
さ
ん
が
保
存
会
を
立
ち
上
げ
、

復
興
・
復
元
に
尽
力
さ
れ
た
苦
難

の
歴
史
を
知
る
こ
と
で
そ
の
魅
力

は
さ
ら
に
深
ま
り
ま
し
た
。
市
郷

土
博
物
館
に
足
を
運
び
、
人
形
か

ら
く
り
の
仕
掛
け
を
ひ
も
解
き
な

　笠
間
芸
術
の
森
公
園
内
に
建
つ

茨
城
県
陶
芸
美
術
館
の
エ
ン
ト
ラ

ン
ス
ロ
ビ
ー
の
壁
に
は
、
開
館
当

時
か
ら
の
展
覧
会
ポ
ス
タ
ー
が
一

堂
に
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
数

60
、
と
て
も
圧
巻
で
す
。

　こ
の
美
術
館
は
、
益
子
と
並
ぶ

窯
業
地
笠
間
に
東
日
本
で
初
の
陶

芸
を
専
門
に
扱
う
美
術
館
と
し
て

平
成
12
年
に
開
館
し
ま
し
た
。

　私
は
平
成
16
年
の
春
か
ら
、
６

年
間
勤
務
す
る
こ
と
に
な
り
、
国

内
の
陶
芸
作
家
や
美
術
館
と
の
連

携
を
図
り
な
が
ら
、
展
覧
会
開
催

や
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
収
集
等
に
従

事
し
、
微
力
な
が
ら
陶
芸
の
発
展

に
寄
与
で
き
た
こ
と
を
今
で
も
誇

り
に
感
じ
て
い
ま
す
。

　中
で
も
印
象
に
残
る
こ
と
は
、

私
と
同
じ
年
に
就
任
さ
れ
た
館
長

竹
内
順
一
氏
と
共
に
館
と
し
て
展

開
し
た
戦
略
的
な
広
報
活
動
で
す
。

特
に
年
４
回
開
催
す
る
展
覧
会
を

周
知
す
る
た
め
の
ポ
ス
タ
ー
制
作

に
お
い
て
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
任
せ

に
す
る
こ
と
な
く
、
全
職
員
が
組

織
的
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
す
。

担
当
の
企
画
案
の
プ
レ
ゼ
ン
か
ら
、

そ
の
意
図
を
く
み
、
各
人
が
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
20
案
を
Ａ
４
版
用
紙
に

提
案
。
卓
上

に
並
べ
、
約

百
案
を
種
類

別
に
分
類
し
、

消
去
法
で
数

を
減
ら
し
な

が
ら
最
後
に

残
っ
た
数
案

か
ら
厳
選
し

ポ
ス
タ
ー
に

採
用
す
る
手
法
で
す
。
１
時
間
を

要
す
る
こ
の
協
働
作
業
に
よ
り
、

展
覧
会
に
対
す
る
意
識
の
共
有
と

共
に
愛
情
が
育
ま
れ
ま
し
た
。

　ポ
ス
タ
ー
の
語
源
は
P
O
S
T

（
柱
）
に
E
R
（
貼
る
）
も
の
と
い

う
こ
と
で
す
。
印
刷
技
術
の
発
達

に
よ
り
、
19
世
紀
の
中
ご
ろ
の
フ

ラ
ン
ス
で
広
告
宣
伝
を
目
的
に
デ

ザ
イ
ン
し
、
大
判
の
紙
に
印
刷
。

そ
れ
を
柱
や
壁
に
掲
示
し
た
ポ
ス

タ
ー
の
歴
史
が
始
ま
り
ま
す
。
ポ

ス
タ
ー
を
構
成
す
る
３
要
素
（
文

字
・
画
像
・
レ
イ
ア
ウ
ト
）
が
十

分
に
練
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
、

初
め
て
不
特
定
多
数
の
人
の
目
に

留
ま
る
視
覚
的
な
宣
伝
力
が
あ
る

ポ
ス
タ
ー
が
完
成
し
ま
す
。

　日
本
に
お
い
て
、
民
衆
の
度
肝

を
抜
か
し
た
ポ
ス
タ
ー
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
サ
ン
ト
リ
ー
の
創

業
者
・
鳥
居
信
治
郎
が
日
本
初
の

ぶ
ど
う
酒
「
赤
玉
ポ
ー
ト
ワ
イ
ン
」

を
開
発
し
、
そ
の
販
路
を
広
げ
る

た
め
大
正
11
年
（
１
９
２
２
）
に

制
作
し
た
宣
伝
ポ
ス
タ
ー
で
す
。

　広
告
界
の
天
才
・
片
岡
敏
郎
の

日
本
初
の
ヌ
ー
ド
写
真
を
利
用
し

た
無
彩
色
の
背
景
に
赤
い
ワ
イ
ン

へ
視
線
を
引
き
付
け
る
計
算
さ
れ

が
ら
、
時
代
を
超
え
た
民
衆
の
風

流
物
に
込
め
た
祈
り
や
思
い
を
「
無

名
だ
か
ら
、
す
て
き
」
の
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
に
込
め
ま
し
た
。
ポ
ス

タ
ー
の
三
要
素
を
苦
心
し
た
こ
と

も
あ
り
、
今
で
も
思
い
出
深
い
作

品
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ
（
電
子

看
板
）
と
し
て
形
を
変
え
、
変
化

す
る
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
社
会
に
お
い

て
も
、
生
活
空
間
を
彩
る
ポ
ス
タ
ー

デ
ザ
イ
ン
は
今
後
も
生
き
続
け
る

と
信
じ
て
い
ま
す
。

　参
考
文
献

：『
飲
料
業
界
の
パ
イ

オ
ニ
ア
・
ス
ピ
リ
ッ
ト
』

　生
島
淳

２
０
０
９
年

　芙
蓉
書
房
出
版

茨城県陶芸美術館ポスター

出典：ウィキペディア

「日立風流物・詩」1985年茨城県美術展覧会

ー 後藤　弘文 ー

ポスターデザイン
元日立市立豊浦小学校校長。市内の小中学校で美術科
を教える傍ら、自らもアーティストとして作品制作に取り組
む。茨城県近代美術館を始め展覧会等文化行政に従事。
日立市美術展覧会を始め多数の展覧会に出展。

❸❸
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会場・日時
5月11日（土）12：00～19：30
日立会場：JR日立駅前
（日立シビックセンター周辺）
5月12日（日）11：00～17：00
多賀会場：JR常陸多賀駅前
　　　　 （よかっぺ通り周辺）

日　時　5月12日（日）午後1時開演
会　場　日立市民会館ホール
料　金　全席指定　500円
問合せ　日立市民会館　0294-22-6481

過去のようす

第31回ひたちBigBandフェスティバル2024 ひたち国際大道芸2024

映画「ある町の高い煙突」
の松村克弥が監督をつと
めます

県内の高校生、
社会人のアマ
チュアビッグ
バンドによる
コンサート

日立のまちに、最強パフォー
マーたちが大集結！

日　時　5月26日（日）
　　　　午前10時／午後2時15分開演
会　場　日立市民会館ホール
料　金　全席自由　1,000円
問合せ　日立市民会館
　　　　0294-22-6481

「祈り－幻に長崎を想う刻－」映画

　北
茨
城
市
の
大
津
港
で
、
本
物
の

漁
船
（
神
船
）
に
神
輿
を
載
せ
て
渡

御
し
、
神
を
海
水
で
清
め
る
「
御
船

祭
」
が
催
さ
れ
る
。
こ
の
祭
り
は
港

の
北
側
の
「
唐
帰
山
」
に
鎮
座
す
る

式
内
社
「
佐
波
波
地
祇
神
社
」
の
祭

り
で
、
国
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に

登
録
さ
れ
て
お
り
、
五
年
に
一
度
開

催
さ
れ
る
。

　「
御
船
祭
」
と
い
う
の
で
、
神
輿

を
乗
せ
、
旗
や
幟
で
飾
り
立
て
た
神

船
が
何
艘
も
の
漁
船
を
従
え
て
、
漁

港
や
外
海
を
走
り
ま
わ
る
光
景
を
思

い
浮
か
べ
て
大
津
港
ま
で
来
た
が
、

な
ん
と
、
船
は
町
中
を
滑
っ
て
行
く
。

　近
く
の
役
員
ら
し
い
人
に
「
な
ん

で
船
が
陸
上
を
走
る
の
か
」
と
尋
ね

る
と
、「
昔
は
も
ち
ろ
ん
海
上
で
祭

り
を
し
て
い
た
そ
う
だ
が
、
そ
の
海

が
だ
ん
だ
ん
埋
め
立
て
ら
れ
て
今
の

地
形
に
な
っ
た
。
船
を
昔
通
り
の
場

所
で
走
ら
せ
よ
う
と
し
た
ら
陸
の
上

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
笑
っ
て
教

え
て
く
れ
た
。（
冗
談
だ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
が
・
・
・
）

　神
が
乗
る
神
輿
と
神
官
、
お
囃
子

な
ど
四
十
人
ほ
ど
を
乗
せ
た
神
船
は
、

三
百
人
ほ
ど
の
引
き
手
に
曳
か
れ
て

町
中
を
練
り
歩
く
。

　道
路
に
ソ
ロ
バ
ン
と
呼
ぶ
、
木
を

井
桁
状
に
組
ん
だ
台
を
敷
い
て
、
こ

の
上
で
船
を
滑
ら
せ

る
。
滑
る
と
き
の
摩

擦
は
も
の
す
ご
く
、

木
の
焼
け
る
に
お
い

と
煙
が
凄
ま
じ
い
。

摩
擦
を
少
し
で
も
和

ら
げ
よ
う
と
す
る
の

か
、
引
き
手
は
船
の

両
舷
に
張
り
付
き
、

船
を
左
右
に
揺
さ
ぶ

り
続
け
る
。
こ
の
人

た
ち
や
ソ
ロ
バ
ン
を

入
れ
た
り
外
し
た
り
す
る
人
た
ち
は
、

一
歩
間
違
う
と
船
に
弾
き
飛
ば
さ
れ

た
り
、
下
敷
き
に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
命
懸
け
だ
。
な
ん
と
も
勇
壮
な
お

祭
り
だ
。

　さ
て
、「
佐
波
波
地
祇
神
社
」
と

は
聞
き
な
れ
な
い
名
前
の
神
社
だ
。

　ま
ず
「
地
祇
」
だ
が
、
こ
れ
は
天

照
大
御
神
系
の
神
・「
天
神
」
に
対

す
る
太
古
か
ら
の
地
元
の
神
・「
国

神
」
の
こ
と
だ
。
祭
神
の
天
日
方
奇

日
方
命
、
大
己
貴
命
、
事
代
主
命
は
、

い
ず
れ
も
天
照
大
御
神
系
の
神
々
よ

り
以
前
か
ら
こ
の
国
を
開
拓
し
て
き

た
神
様
だ
。

　「
佐
波
波
」
に
つ
い
て
、
社
伝
で
は
、

日
本
武
尊
が
大
津
の
沖
で
遭
難
し
そ

う
に
な
っ
た
時
、「
我
は
こ
れ
佐
波

波
の
神
な
り
。」
と
い
っ
て
助
け
て

く
れ
た
神
の
名
と
さ
れ
て
い
る
。

　し
か
し
、
宮
本
元
球
は
『
常
陸
国

郡
郷
考
』
に
、
地
名
か
ら
名
づ
け
ら

れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
書
い

て
い
る
。「
佐
波
波
地
祇
神
社
は
、

い
ま
小
津
田
村
（
現
在
は
北
茨
城
市

華
川
町
上
小
津
田
、
大
津
港
か
ら
西

方
六
〜
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
山

里
）
に
あ
り
、
旧
澤
山
の
西
嶺
に
あ

る
」
と
し
て
い
る
。

　こ
の
神
社
に
行
っ
て
見
る
と
、

　

額
に
は
「
佐
波
神
社
」
と
書
か
れ
て

い
た
。
三
代
実
録
に
出
て
く
る
「
佐

波
神
」
を
祭
る
「
佐
波
神
社
」
だ
。

大
津
町
に
あ
る
「
佐
波
波
地
祇
神
社
」

は
元
々
こ
の
地
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

地
名
の
「
澤
山
」
か
ら
「
佐
波
神
」「
佐

波
神
社
」「
佐
波
波
地
祇
神
社
」
と

連
想
が
膨
ら
む
が
、
正
解
は
わ
か
ら

な
い
。
な
ん
と
も
面
白
い
神
社
の
面

白
い
祭
り
だ
。

さ

わ

わ

ち

ぎ

び
が
た
の
み
こ
と

お
お
な
む
ち
の
み
こ
と

こ
と
し
ろ
ぬ
し
の
み
こ
と

か
み

あ
め
の
ひ
が
た
く
し

く
に
つ

あ
ま
つ
か
み

ち  

ぎ

か
ら
か
い
さ
ん

佐波波地祇神社（大津町）

上：渡御中の神船
(北茨城市HPより)

左：ソロバン
(この上で神船を
引っ張る)

佐波波地祇神社の扁額（左：大津町、右：華川町）

　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

常陸国
　まつり歩き
常陸国
　まつり歩き

[終] 御 船 祭
お      ふね   まつり

（公財）日立市民科学文化財団の催しご案内
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た
レ
イ
ア
ウ
ト
に
よ
る

広
告
戦
略
は
的
中
し
大

評
判
と
な
り
ま
し
た
。

と
ろ
り
と
し
た
甘
み
の

あ
る
日
本
人
の
嗜
好
に

あ
っ
た
ワ
イ
ン
は
、
サ

ン
ト
リ
ー
の
土
台
を
築

き
上
げ
た
商
品
と
な
り
、

今
で
も
発
売
さ
れ
続
け

て
い
ま
す
。

　私
に
は
、
新
採
教
員

と
し
て
日
立
市
に
居
を

構
え
た
縁
で
初
め
て
目

に
し
た
日
立

風
流
物
へ
の

感
動
を
テ
ー

マ
に
、
約
40

年
前
に
制
作
し
た
ポ
ス

タ
ー
作
品
が
あ
り
ま
す
。

笛
や
太
鼓
な
ど
の
鳴
り

物
に
合
わ
せ
、
山
車
の

上
で
演
じ
ら
れ
る
か
ら

く
り
に
よ
る
人
形
芝
居
。
江
戸
元

禄
期
、
神
峰
神
社
の
宮
田
村
氏
子

が
疫
病
退
散
、
五
穀
豊
穣
を
祈
願

し
始
ま
っ
た
風
流
物
は
、
昭
和
20

年
７
月
ア
メ
リ
カ
軍
の
攻
撃
に
よ

り
焼
失
。
こ
れ
を
憂
え
た
根
本
甲

子
男
さ
ん
が
保
存
会
を
立
ち
上
げ
、

復
興
・
復
元
に
尽
力
さ
れ
た
苦
難

の
歴
史
を
知
る
こ
と
で
そ
の
魅
力

は
さ
ら
に
深
ま
り
ま
し
た
。
市
郷

土
博
物
館
に
足
を
運
び
、
人
形
か

ら
く
り
の
仕
掛
け
を
ひ
も
解
き
な

　笠
間
芸
術
の
森
公
園
内
に
建
つ

茨
城
県
陶
芸
美
術
館
の
エ
ン
ト
ラ

ン
ス
ロ
ビ
ー
の
壁
に
は
、
開
館
当

時
か
ら
の
展
覧
会
ポ
ス
タ
ー
が
一

堂
に
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
数

60
、
と
て
も
圧
巻
で
す
。

　こ
の
美
術
館
は
、
益
子
と
並
ぶ

窯
業
地
笠
間
に
東
日
本
で
初
の
陶

芸
を
専
門
に
扱
う
美
術
館
と
し
て

平
成
12
年
に
開
館
し
ま
し
た
。

　私
は
平
成
16
年
の
春
か
ら
、
６

年
間
勤
務
す
る
こ
と
に
な
り
、
国

内
の
陶
芸
作
家
や
美
術
館
と
の
連

携
を
図
り
な
が
ら
、
展
覧
会
開
催

や
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
収
集
等
に
従

事
し
、
微
力
な
が
ら
陶
芸
の
発
展

に
寄
与
で
き
た
こ
と
を
今
で
も
誇

り
に
感
じ
て
い
ま
す
。

　中
で
も
印
象
に
残
る
こ
と
は
、

私
と
同
じ
年
に
就
任
さ
れ
た
館
長

竹
内
順
一
氏
と
共
に
館
と
し
て
展

開
し
た
戦
略
的
な
広
報
活
動
で
す
。

特
に
年
４
回
開
催
す
る
展
覧
会
を

周
知
す
る
た
め
の
ポ
ス
タ
ー
制
作

に
お
い
て
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
任
せ

に
す
る
こ
と
な
く
、
全
職
員
が
組

織
的
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
す
。

担
当
の
企
画
案
の
プ
レ
ゼ
ン
か
ら
、

そ
の
意
図
を
く
み
、
各
人
が
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
20
案
を
Ａ
４
版
用
紙
に

提
案
。
卓
上

に
並
べ
、
約

百
案
を
種
類

別
に
分
類
し
、

消
去
法
で
数

を
減
ら
し
な

が
ら
最
後
に

残
っ
た
数
案

か
ら
厳
選
し

ポ
ス
タ
ー
に

採
用
す
る
手
法
で
す
。
１
時
間
を

要
す
る
こ
の
協
働
作
業
に
よ
り
、

展
覧
会
に
対
す
る
意
識
の
共
有
と

共
に
愛
情
が
育
ま
れ
ま
し
た
。

　ポ
ス
タ
ー
の
語
源
は
P
O
S
T

（
柱
）
に
E
R
（
貼
る
）
も
の
と
い

う
こ
と
で
す
。
印
刷
技
術
の
発
達

に
よ
り
、
19
世
紀
の
中
ご
ろ
の
フ

ラ
ン
ス
で
広
告
宣
伝
を
目
的
に
デ

ザ
イ
ン
し
、
大
判
の
紙
に
印
刷
。

そ
れ
を
柱
や
壁
に
掲
示
し
た
ポ
ス

タ
ー
の
歴
史
が
始
ま
り
ま
す
。
ポ

ス
タ
ー
を
構
成
す
る
３
要
素
（
文

字
・
画
像
・
レ
イ
ア
ウ
ト
）
が
十

分
に
練
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
、

初
め
て
不
特
定
多
数
の
人
の
目
に

留
ま
る
視
覚
的
な
宣
伝
力
が
あ
る

ポ
ス
タ
ー
が
完
成
し
ま
す
。

　日
本
に
お
い
て
、
民
衆
の
度
肝

を
抜
か
し
た
ポ
ス
タ
ー
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
サ
ン
ト
リ
ー
の
創

業
者
・
鳥
居
信
治
郎
が
日
本
初
の

ぶ
ど
う
酒
「
赤
玉
ポ
ー
ト
ワ
イ
ン
」

を
開
発
し
、
そ
の
販
路
を
広
げ
る

た
め
大
正
11
年
（
１
９
２
２
）
に

制
作
し
た
宣
伝
ポ
ス
タ
ー
で
す
。

　広
告
界
の
天
才
・
片
岡
敏
郎
の

日
本
初
の
ヌ
ー
ド
写
真
を
利
用
し

た
無
彩
色
の
背
景
に
赤
い
ワ
イ
ン

へ
視
線
を
引
き
付
け
る
計
算
さ
れ

が
ら
、
時
代
を
超
え
た
民
衆
の
風

流
物
に
込
め
た
祈
り
や
思
い
を
「
無

名
だ
か
ら
、
す
て
き
」
の
キ
ャ
ッ

チ
コ
ピ
ー
に
込
め
ま
し
た
。
ポ
ス

タ
ー
の
三
要
素
を
苦
心
し
た
こ
と

も
あ
り
、
今
で
も
思
い
出
深
い
作

品
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ
（
電
子

看
板
）
と
し
て
形
を
変
え
、
変
化

す
る
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
社
会
に
お
い

て
も
、
生
活
空
間
を
彩
る
ポ
ス
タ
ー

デ
ザ
イ
ン
は
今
後
も
生
き
続
け
る

と
信
じ
て
い
ま
す
。

　参
考
文
献

：『
飲
料
業
界
の
パ
イ

オ
ニ
ア
・
ス
ピ
リ
ッ
ト
』

　生
島
淳

２
０
０
９
年

　芙
蓉
書
房
出
版

茨城県陶芸美術館ポスター

出典：ウィキペディア

「日立風流物・詩」1985年茨城県美術展覧会

ー 後藤　弘文 ー

ポスターデザイン
元日立市立豊浦小学校校長。市内の小中学校で美術科
を教える傍ら、自らもアーティストとして作品制作に取り組
む。茨城県近代美術館を始め展覧会等文化行政に従事。
日立市美術展覧会を始め多数の展覧会に出展。

❸❸
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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

　ク
ラ
シ
ッ
ク
バ
レ
エ
は
十
四
〜
十

六
世
紀
の
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
イ
タ
リ

ア
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
古
典
の
ク
ラ

シ
ッ
ク
バ
レ
エ
、
現
代
舞
踊
モ
ダ
ン

バ
レ
エ
、
ジ
ャ
ズ
ダ
ン
ス
、
昨
今
で

は
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ダ
ン
ス
と
沢

山
の
種
類
の
ダ
ン
ス
が
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
今
は
義
務
教
育
の
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
の
一
環
と
し
て
ダ
ン
ス

に
触
れ
る
機
会
が
増
え
て
き
て
お
り
、

よ
り
多
く
の
人
に
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。

　有
名
な
演
目
と
し
て
は
チ
ャ
イ
コ

フ
ス
キ
ー
作
曲
の
作
品
で
、
最
高
傑

作
と
さ
れ
る
三
大
バ
レ
エ
作
品「
白

鳥
の
湖
」、「
眠
れ
る
森
の
美
女
」、「
く

る
み
割
り
人
形
」
が
、
多
く
の
バ
レ

エ
フ
ァ
ン
に
愛
さ
れ
続
け
て
き
て
い

ま
す
。

　バ
レ
エ
の
音
楽
、
振
付
、
衣
装
に

は
作
品
に
よ
っ
て
全
部
規
定
が
ご
ざ

い
ま
す
が
、
現
代
舞
踊
モ
ダ
ン
バ

レ
エ
、
ジ
ャ
ズ
ダ
ン
ス
、
コ
ン
テ

ン
ポ
ラ
リ
ー
な
ど
の
作
品
で
は
、

そ
れ
ら
を
自
由
に
作
り
上
げ
て
い

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
違
い

は
有
り
ま
す
が
、
作
品
に
は
個
々

の
内
な
る
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
を
身
体
で

伝
え
る
こ
と
で
、
バ
レ

エ
と
い
う
芸
術
文
化
は

人
の
心
を
豊
か
に
し
、

人
々
の
心
と
心
を
結
び

つ
け
る
力
と
な
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　今
年
の
十
二
月
十
四

日
に
キ
ー
ウ
・
ク
ラ
シ
ッ

ク
・
バ
レ
エ
団
が
来
日
し
、

日
立
市
民
会
館
で
上
演

す
る
こ
と
が
決
定
し
ま

し
た
。
前
述
の「
く
る
み

割
り
人
形
」を
全
幕
で
お
届
け
し
ま

す
。
公
演
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は

現
在
調
整
中
で
、
決
ま
り
次
第
チ

ラ
シ
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
ご
案

内
い
た
し
ま
す
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が

誇
る
、
世
界
を
魅
了
し
続
け
る
バ

レ
エ
団
の
世
界
最
高
峰
の
躍
動
を

劇
場
で
鑑
賞
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

　毎年4月上旬に実施されるひたちさくら

ロードレース。コロナ禍でやむなく中止し

た年もあったが今年は無事に開催されそう

だ。待ち望んでいた市内外のランナーも多

いことだろう。

　筆者も昔エントリーしたことがある。普

段徒歩で立ち入ることのできない海上バイ

パスの高架を風を切って駆け抜けるのは

中々に爽快だった。

　写真は東町在住の森脇道男さんによるふ

るさと日立カレンダー応募作品からのご提

供。森脇さん、ありがとうございました。

クラシックバレエの世界へ ①

日立市洋舞踊協会所属　ヨーコバレエアカデミー

日立市洋舞踊協会所属　レイコバレエスクール

編集後記
「
常
陸
国
ま
つ
り
歩
き
」
は
今
号
で
終
了
と
な
り
ま
す
。
長
江
慶

治
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

■
こ
の
時
期
の
関
心
事
と
言
え
ば
桜
の

開
花
時
期
だ
ろ
う
。
特
に
桜
の
名
所
で

屋
外
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
て
い
る
団
体

は
開
花
日
予
想
に
一
喜
一
憂
し
て
い
る

に
違
い
な
い
◆
テ
レ
ビ
の
気
象
コ
ー

ナ
ー
で
「
二
月
一
日
以
降
の
日
々
の
最

高
気
温
を
足
し
て
ゆ
き
、
合
計
が
六

百
℃
を
超
え
る
日
に
桜
は
開
花
す
る
」

と
い
う
解
説
を
目
に
し
た
。
動
物
や
昆

虫
と
同
様
、
い
や
そ
れ
以
上
に
植
物
の

生
態
は
不
思
議
と
驚
き
に
満
ち
て
い
る

■
ど
の
く
ら
い
信
憑
性
が
あ
る
も
の
な

の
か
と
ふ
と
興
味
が
湧
き
、
日
立
市
の

日
々
の
最
高
気
温
の
記
録
を
自
分
で
つ

け
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
れ
を
書
い
て

い
る
三
月
十
三
日
時
点
の
合
計
値
は
四

百
七
十
七
℃
で
あ
る
◆
は
て
さ
て
実
際

に
は
今
年
の
桜
は
い
つ
開
花
す
る
の
だ

ろ
う
か
。
今
か
ら
楽
し
み
で
あ
る
。（
Ａ
）

日立市洋舞踊協会合同発表会のようす

日立市洋舞踊会

所属　小林典子

モダンバレエ研

究所

　バ
レ
エ
っ
て
な
ん

だ
か
敷
居
が
高
そ
う

・
・
・
そ
う
感
じ
て
い

る
人
は
い
ま
せ
ん
か
。

日
立
市
洋
舞
踊
協
会

に
加
盟
す
る
会
員
の

皆
様
が
ク
ラ
シ
ッ
ク

バ
レ
エ
の
魅
力
を
連
載
で
わ

か
り
や
す
く
お
伝
え
し
て
い

き
ま
す
。
あ
な
た
も
ク
ラ
シ

ッ
ク
バ
レ
エ
の
世
界
を
覗
い

て
み
ま
せ
ん
か
？

（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！


