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「菜の花畑を走る」
撮 影 者：伊藤　泰生さん（高鈴町在住）
撮影場所：日立市菜の花緑地公園

２ エッセイ　   日立市民吹奏楽団
日立市文化少年団ご紹介 
日々を詠む　　短歌 石井　まさ子さん
My仕事       Second Earth Diner　清家 達也さん134
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ふるさと探訪パートⅡ　89115
郷土の歴史との出会い　　綿引　逸雄さん
将棋への魂　　　　　　　矢代　　豊さん
特撰落語二人会/ピッピコンサートのご案内
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新

　春
う
ら
ら
ー
晴
れ
や
か
な
空
の
下
に
い
る

と
、
遠
く
に
ふ
ら
り
と
出
か
け
た
く
な
る
。

身
一
つ
で
電
車
に
飛
び
乗
っ
て
気
ま
ま
に
途

中
下
車
、
そ
ん
な
ス
タ
イ
ル
の
旅
が
長
年
の

憧
れ
だ
っ
た
。

　降
り
立
っ
た
街
で
何
を
し
て
廻
ろ
う
か
、

心
躍
ら
せ
な
が
ら
車
窓
の
外
を
ぼ
ん
や
り
眺

め
て
い
る
と
、
や
が
て
客
車
は
大
き
な
河
に

さ
し
か
か
る
。
目
の
前
に
は
赤
い
鉄
橋
、
そ

の
橋
の
向
こ
う
側
に
は
菜
の
花
畑
が
一
面
に

咲
き
誇
り
、
絵
本
の
世
界
の
よ
う
な
光
景
が

広
が
る
。

　不
意
に
、
は
る
か
昔
に
祖
母
に
手
を
引
か

れ
て
菜
の
花
畑
を
散
歩
し
た
記
憶
が
甦
っ
て

き
た
。
な
ぜ
に
菜
の
花
を
見
に
行
っ
た
の
か
、

ま
た
そ
の
時
に
行
っ
た
場
所
が
目
の
前
の
そ

れ
と
同
じ
場
所
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。

記
憶
に
残
っ
て
い
る
の
は
畑
仕
事
で
ご
つ
ご

つ
と
し
た
祖
母
の
手
の
感
触
と
、
菜
の
花
を

背
景
に
微
笑
む
祖
母
の
顔
だ
け
で
あ
る
。

　当
時
の
幼
い
私
に
と
っ
て
世
界
は
と
て
も

広
大
で
、
菜
の
花
畑
に
一
人
で
行
こ
う
と
す

る
こ
と
な
ど
到
底
で
き
る
わ
け
が
な
く
、
大

人
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
う
他
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
独
り
立
ち
し
た
今
、
か
つ
て
祖
母
が

そ
う
し
て
く
れ
た
よ
う
に
私
も
次
代
の
手
を

取
っ
て
〝
菜
の
花
畑
〞
へ
と
連
れ
て
い
く
責

任
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
ー
。

　と
り
と
め
も
な
い
考
え
を
巡
ら
せ
て
い
る

う
ち
に
、
春
の
柔
ら
か
い
日
射
し
が
じ
ん
わ

り
と
背
中
を
包
み
込
ん
で
く
る
。
電
車
の
心

地
よ
い
揺
れ
も
相
ま
っ
て
次
第
に
瞼
が
重
く

な
り
、
い
つ
し
か
夢
の
世
界
に
誘
わ
れ
る
。

到
着
駅
ま
で
の
う
た
か
た
の
ま
ど
ろ
み
道
中
。

そ
ん
な
、
と
あ
る
陽
春
の
一
日
。 い

ざ
な
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着
付
け
を
し
た
り
、
お
姫
様
風
に
裾

を
引
い
た
り
す
る
な
ど
、
曲
に
合
わ

せ
江
戸
時
代
の
衣
装
を
再
現
し
た

姿
に
な
っ
て
踊
り
ま
す
。

　現
代
の
洋
服
文
化
と
着
物
文
化

の
違
い
を
体
験
し
て
良
い
所
を
生
活

に
取
り
込
ん
で
ほ
し
い
と
願
っ
て
い

　伝
統
文
化
で
あ
る
日
本
舞
踊
の
継

承
を
目
的
と
し
、
世
界
に
誇
る
日
本

の
宝
で
あ
る
着
物
を
着
て
、
手
ぬ
ぐ

い
、
和
傘
、
う
ち
わ
、
舞
扇
を
使
っ

て
踊
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

　日
本
髪
風
に
髪
を
結
い
町
娘
風
の

新
じ
ゃ
が
の
鍋
に
ほ
こ
ほ
こ
蒸
し
あ
が
る

　
　 

湯
気
ご
と
届
け
た
し
戦
禍
の
子
ら
に

　身
近
な
日
常
の
行
動
か
ら
世
界
の
紛
争
地
へ
と
思
い

を
広
げ
た
作
者
の
温
か
く
優
し
い
眼
差
し
の
見
え
る
一

首
で
あ
る
。
湯
気
ご
と
届
け
た
い
と
言
う
フ
レ
ー
ズ
か

ら
、
戦
下
に
置
か
れ
た
無
防
備
な
子
供
た
ち
が
傷
つ
き
、

飢
え
と
寒
さ
の
中
に
い
る
こ
と
へ
の
作
者
の
憤
り
や
平

和
を
願
う
気
持
ち
が
読
み
取
れ
る
。

（
合
同
歌
集
『
多
賀
』
第
十
集
よ
り
）

舞
踊
集
団
藍

舞
踊
集
団
藍

樫
村

　奎
子
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日々を詠む
にち にち よ

《選・評　石井　まさ子》

ま
す
。

　年
に
一
度
の
ひ
た
ち
こ
ど
も
芸
術

祭
で
一
年
間
の
集
大
成
を
、
ま
た
依

頼
を
受
け
て
地
区
の
文
化
祭
な
ど

で
日
本
舞
踊
を
披
露
し
た
り
し
て

い
ま
す
。
団
員
一
人
一
人
の
や
る
気

を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

　私
た
ち
と
一
緒
に
楽
し
く
美
し
く

日
本
舞
踊
を
踊
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

お
稽
古
着
、
発
表
会
用
の
時
の
衣
装

や
道
具
は
無
料
貸
し
出
し
い
た
し

ま
す
。

　
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！

舞踊集団藍の案内
活動日時 毎月第１～３土曜日　9：00～ 11：00
活動場所 金沢交流センター　久慈教室（日立市久慈町３丁目）
入団条件 幼稚園児から高校生まで
会費（参加費） 1,500円/月
申込方法 電話かFAX
持 ち 物 着物・扇は貸与いたします。足袋は持参願います。
申込・ 舞踊集団藍　理事　川上はるみ
問合せ先 090-3877-4129　 FAX:0294-52-1166
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日
立
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
少
年
団

日
立
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
少
年
団

　日
立
市
は
様
々
な
文
化
を
楽
し

む
風
土
が
、醸
成
さ
れ
た
よ
う
に
感

じ
ま
す
。

　余
暇
に
文
化
を
楽
し
む
こ
と
は
、

人
生
を
よ
り
豊
か
に
し
て
い
き
ま

す
。　日

立
市
文
化
少
年
団
は
他
の
地

域
に
無
い
、特
色
の
あ
る
事
業
で
あ

り
、子
供
達
が
様
々
な
文
化
に
触
れ

る
事
が
出
来
る
素
晴
ら
し
い
事
業

で
す
。

　日
立
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
少
年
団
で

す
が
ア
イ
ス
ブ
レ
イ
ク
の
効
果
が

あ
る
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
の
お
か
げ
か

団
員
同
士
が
打
ち
解
け
、仲
良
く
な

る
の
が
早
い
の
が
特
色
で
す
。

　団
員
達
は
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
の

ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
守
る
事
で
、社

会
性
、協
調
性
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
、ゲ
ー
ム
で
勝

つ
為
の
論
理
的
思
考
力
・
判
断

力
・
戦
略
的
思
考
な
ど
、1
0
0
タ

イ
ト
ル
を
超
え
る
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム

を
楽
し
み
な
が
ら
、様
々
な
事
を
学

日立ボードゲーム少年団の案内 

活動日時 毎月第2土曜日　13:30 ～ 16:00　毎月体験会あり
活動場所 油縄子交流センター
入団条件 小学1年生から高校3年生まで（保護者の方も歓迎）
会費（参加費） 無料
申込方法 体験会後に直接か電話（平日17時以降）
申込・ 小松　透浩
問合せ先 090-7206-8583　 X（旧Twitter）：@hiboardgameBs

び
ま
す
。

　ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
を
通
し
て
団
員
達
の

様
々
な
成
長
を
見
る
事
が
指
導
者
と
し

て
の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
で
す
。団
員
の
中

か
ら
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
文
化
の
担
い
手
が

現
れ
る
事
を
願
い
な
が
ら
今
後
も
活
動

し
て
い
き
ま
す
。

（2）

　
昨
年
2
0
2
4
年
は
、
日
立
市
民

吹
奏
楽
団
に
と
っ
て
節
目
で
あ
る
50

周
年
を
迎
え
る
年
で
あ
り
、
皆
様
の

ご
支
援
の
も
と
、無
事
、年
2
回
の
演

奏
会
も
大
変
な
盛
況
の
も
と
終
演
を

迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。私
た

ち
日
立
市
民
吹
奏
楽
団
は
、
現
在
団

員
が
約
70
名
在
籍
し
、
年
齢
は
10
代

か
ら
70
代
ま
で
と
幅
広
く
、
そ
れ
ぞ

れ
の
年
齢
や
立
場
を
超
え
、
音
楽
を

愛
す
る
仲
間
と
し
て
よ
り
良
い
音
楽

を
奏
で
る
た
め
に
日
々
練
習
に
励
ん

で
い
ま
す
。主
に
、
５
月
の
定
期
演
奏

会
と
12
月
の
ポ
ッ
プ
ス
コ
ン
サ
ー
ト

を
大
き
な
柱
と
し
、
吹
奏
楽
コ
ン

ク
ー
ル
へ
の
出
場
、
そ
し
て
日
立
市

消
防
出
初
式
や
日
立
市
さ
く
ら
ま
つ

り
な
ど
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
出
演
な
ど
、

大
小
様
々
な
演
奏
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。ま
た
、
市
内
中
学
・
高
等
学
校

等
の
演
奏
指
導
活
動
も
行
い
な
が
ら
、

生
涯
に
渡
っ
て
音
楽
を
愛
し
て
も
ら

え
る
人
材
づ
く
り
に
も
励
ん
で
い
ま

す
。

【
日
立
市
吹
、50
年
ま
で
の
歩
み
】

　
日
立
市
民
吹
奏
楽
団
は
、1
9
7
4

年
（
昭
和
49
年
）
に
日
本
鉱
業
日
立
吹

奏
楽
団
が
解
散
し
た
際
、
そ
の
音
楽
的

資
産
を
引
き
継
ぐ
た
め
、
日
本
鉱
業
の

協
力
と
日
立
市
及
び
市
民
に
よ
り
設

立
さ
れ
ま
し
た
。音
楽
の
生
涯
学
習

の
場
と
し
て
「
音
楽
に
よ
る
街
づ
く

り
に
寄
与
す
る
」
こ

と
を
目
的
に
、
現
在

ま
で
活
動
を
続
け

て
い
ま
す
。永
久
名

誉
指
揮
者
で
あ
る

「
吹
奏
楽
ポ
ッ
プ
ス

の
父
」、
岩
井
直
溥

先
生
の
ご
指
導
の

歴
史
や
、
音
楽
監

督
・
常
任
指
揮
者

の
原
進
先
生
の
ご

指
導
に
よ
っ
て
、
よ

り
良
い
音
楽
づ
く
り
が
で
き
る
環
境

の
中
、
個
性
あ
ふ
れ
る
団
員
た
ち
で

の
活
動
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
私
達
の
活
動
に
お
け
る
第
一
の
目

的
は
、
市
民
の
皆
様
に
楽
し
い
音
楽

を
届
け
る
こ
と
で
す
が
、
常
に
よ
り

良
い
音
楽
を
追
い
求
め
る
こ
と
も
大

切
に
し
て
い
ま
す
。か
つ
て
全
日
本

吹
奏
楽
コ
ン
ク
ー
ル
に
出
場
し
た
経

験
も
あ
る
団
と
し
て
、
メ
ン
バ
ー
が

入
れ
替
わ
り
つ
つ
も
、
そ
の
熱
意
と

努
力
は
今
な
お
脈
々
と
受
け
継
が
れ

て
い
ま
す
。

【
吹
奏
楽
の
魅
力
っ
て
？
】

　
皆
さ
ん
の
好
き
な
音
楽
は
な
ん
で

す
か
？
流
行
り
の
J
ー
P
O
P
、
洋

楽
、
演
歌
、
ジ
ャ
ズ
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
…
。

吹
奏
楽
は
、
幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
の
音

楽
を
演
奏
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
の
た
め
、
今
ま
で
全
く
知
ら
な

か
っ
た
ジ
ャ
ン
ル

の
音
楽
と
の
出
会

い
や
様
々
な
趣
味

や
世
代
の
方
た
ち

と
一
緒
に
盛
り
上

が
る
こ
と
も
で
き

た
り
。な
ぜ
、
そ
ん

な
に
多
様
な
音
楽

を
演
奏
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ

は
、
吹
奏
楽
が
木

管
楽
器
、
金
管
楽
器
、

弦
楽
器
、
打
楽
器
と

い
っ
た
様
々
な
楽

器
で
構
成
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が

固
有
の
音
色
を
有

し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
各
楽
器
の
強
み

を
活
か
す
こ
と
で
、

多
様
な
ジ
ャ
ン
ル

の
音
楽
を
表
現
す

る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
す
。ま
た
、

曲
中
で
も
活
躍
す
る
楽
器
や
音
色
が

コ
ロ
コ
ロ
と
変
わ
っ
て
い
く
面
白
さ

も
、
吹
奏
楽
の
大
き
な
強
み
と
魅
力

で
す
。　

　
一
人
で
は
、
演
奏
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
吹
奏
楽
。
人
と
人
と
が
繋

が
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
鳴
る
こ
と
の

な
い
音
楽
は
、
時
に
お
客
様
だ
け
で

な
く
、
演
者
自
身
も
心
が
震
え
る
よ

う
な
音
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

大
人
数
が
作
り
出
す
、
一
瞬
の
芸
術

を
皆
さ
ん
も
生
で
聴
い
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。私
た
ち
は
、
こ
の

よ
う
な
吹
奏
楽
の
魅
力
を
日
立
の
多

く
の
お
客
様
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
、

日
々
練
習
と
演
奏
活
動
に
励
ん
で
い

ま
す
。

【
伝
統
と
そ
の
先
の
51
周
年
へ
】

　
そ
し
て
、
迎
え
る
51
周
年
。私
た
ち

は
、
さ
ら
に
日
立
を
音
楽
で
盛
り
上

げ
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
ま

す
。団
を
作
り
上

げ
て
き
た
方
々

の
思
い
を
胸
に
、

し
か
し
過
去
の

成
果
に
甘
ん
じ

る
こ
と
な
く
、よ

り
良
い
音
楽
を

目
指
し
、努
力
と

挑
戦
を
続
け
て

い
き
ま
す
。音
楽
が
人
々
を
繋
げ
、
笑

顔
を
生
み
出
す
力
が
あ
る
こ
と
を
信

じ
、
こ
れ
か
ら
も
音
楽
を
通
じ
て
地

域
に
貢
献
で
き
る
よ
う
、
団
員
一
同
、

さ
ら
な
る
技
術
向
上
を
目
指
し
て
い

く
所
存
で
す
。
51
周
年
の
新
た
な
歩

み
を
、
多
く
の
皆
さ
ま
と
共
に
楽
し

ん
で
い
け
る
こ
と
を
心
か
ら
楽
し
み

に
し
て
い
ま
す
。

エッセイ 115

日立市民吹奏楽団

　１９７４年（昭和４９年）に日本鉱

業日立吹奏楽団の廃団に伴い音楽的

資産を引き継ぐため、日本鉱業の協

力と日立市及び市民により設立。音

楽の生涯学習の場として「音楽によ

る街づくりに寄与する」ことを目的

に活動している。

日立市民吹奏楽団

吹奏楽で日立を彩る
－日立市吹の50年とこれから

第40回定期演奏会リハーサル風景

東関東吹奏楽コンクール後

演 奏 会 風 景
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着
付
け
を
し
た
り
、
お
姫
様
風
に
裾

を
引
い
た
り
す
る
な
ど
、
曲
に
合
わ

せ
江
戸
時
代
の
衣
装
を
再
現
し
た

姿
に
な
っ
て
踊
り
ま
す
。

　現
代
の
洋
服
文
化
と
着
物
文
化

の
違
い
を
体
験
し
て
良
い
所
を
生
活

に
取
り
込
ん
で
ほ
し
い
と
願
っ
て
い

　伝
統
文
化
で
あ
る
日
本
舞
踊
の
継

承
を
目
的
と
し
、
世
界
に
誇
る
日
本

の
宝
で
あ
る
着
物
を
着
て
、
手
ぬ
ぐ

い
、
和
傘
、
う
ち
わ
、
舞
扇
を
使
っ

て
踊
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

　日
本
髪
風
に
髪
を
結
い
町
娘
風
の

新
じ
ゃ
が
の
鍋
に
ほ
こ
ほ
こ
蒸
し
あ
が
る

　
　 

湯
気
ご
と
届
け
た
し
戦
禍
の
子
ら
に

　身
近
な
日
常
の
行
動
か
ら
世
界
の
紛
争
地
へ
と
思
い

を
広
げ
た
作
者
の
温
か
く
優
し
い
眼
差
し
の
見
え
る
一

首
で
あ
る
。
湯
気
ご
と
届
け
た
い
と
言
う
フ
レ
ー
ズ
か

ら
、
戦
下
に
置
か
れ
た
無
防
備
な
子
供
た
ち
が
傷
つ
き
、

飢
え
と
寒
さ
の
中
に
い
る
こ
と
へ
の
作
者
の
憤
り
や
平

和
を
願
う
気
持
ち
が
読
み
取
れ
る
。

（
合
同
歌
集
『
多
賀
』
第
十
集
よ
り
）

舞
踊
集
団
藍

舞
踊
集
団
藍

樫
村

　奎
子

5

108

日々を詠む
にち にち よ

《選・評　石井　まさ子》

ま
す
。

　年
に
一
度
の
ひ
た
ち
こ
ど
も
芸
術

祭
で
一
年
間
の
集
大
成
を
、
ま
た
依

頼
を
受
け
て
地
区
の
文
化
祭
な
ど

で
日
本
舞
踊
を
披
露
し
た
り
し
て

い
ま
す
。
団
員
一
人
一
人
の
や
る
気

を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

　私
た
ち
と
一
緒
に
楽
し
く
美
し
く

日
本
舞
踊
を
踊
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

お
稽
古
着
、
発
表
会
用
の
時
の
衣
装

や
道
具
は
無
料
貸
し
出
し
い
た
し

ま
す
。

　
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！

舞踊集団藍の案内
活動日時 毎月第１～３土曜日　9：00～ 11：00
活動場所 金沢交流センター　久慈教室（日立市久慈町３丁目）
入団条件 幼稚園児から高校生まで
会費（参加費） 1,500円/月
申込方法 電話かFAX
持 ち 物 着物・扇は貸与いたします。足袋は持参願います。
申込・ 舞踊集団藍　理事　川上はるみ
問合せ先 090-3877-4129　 FAX:0294-52-1166
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日
立
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
少
年
団

日
立
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
少
年
団

　日
立
市
は
様
々
な
文
化
を
楽
し

む
風
土
が
、醸
成
さ
れ
た
よ
う
に
感

じ
ま
す
。

　余
暇
に
文
化
を
楽
し
む
こ
と
は
、

人
生
を
よ
り
豊
か
に
し
て
い
き
ま

す
。　日

立
市
文
化
少
年
団
は
他
の
地

域
に
無
い
、特
色
の
あ
る
事
業
で
あ

り
、子
供
達
が
様
々
な
文
化
に
触
れ

る
事
が
出
来
る
素
晴
ら
し
い
事
業

で
す
。

　日
立
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
少
年
団
で

す
が
ア
イ
ス
ブ
レ
イ
ク
の
効
果
が

あ
る
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
の
お
か
げ
か

団
員
同
士
が
打
ち
解
け
、仲
良
く
な

る
の
が
早
い
の
が
特
色
で
す
。

　団
員
達
は
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
の

ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を
守
る
事
で
、社

会
性
、協
調
性
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
や
、ゲ
ー
ム
で
勝

つ
為
の
論
理
的
思
考
力
・
判
断

力
・
戦
略
的
思
考
な
ど
、1
0
0
タ

イ
ト
ル
を
超
え
る
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム

を
楽
し
み
な
が
ら
、様
々
な
事
を
学

日立ボードゲーム少年団の案内 

活動日時 毎月第2土曜日　13:30 ～ 16:00　毎月体験会あり
活動場所 油縄子交流センター
入団条件 小学1年生から高校3年生まで（保護者の方も歓迎）
会費（参加費） 無料
申込方法 体験会後に直接か電話（平日17時以降）
申込・ 小松　透浩
問合せ先 090-7206-8583　 X（旧Twitter）：@hiboardgameBs

び
ま
す
。

　ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
を
通
し
て
団
員
達
の

様
々
な
成
長
を
見
る
事
が
指
導
者
と
し

て
の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
で
す
。団
員
の
中

か
ら
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
文
化
の
担
い
手
が

現
れ
る
事
を
願
い
な
が
ら
今
後
も
活
動

し
て
い
き
ま
す
。
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島崎　和夫

　助
川
か
ら
諏
訪
・
大
久
保
、
そ

し
て
真
弓
（
常
陸
太
田
市
）
の
山

中
に
は
寒
水
石
が
あ
り
、
江
戸
時

代
に
は
美
術
工
芸
品
（
花
瓶
な
ど
）

や
石
碑
の
石
材
と
し
て
採
掘
さ
れ

て
き
た
。
寒
水
石
と
は
今
で
い
う

大
理
石
の
こ
と
で
あ
る
。

 

イ
タ
リ
ア
人
建
築
家
の
調
査

　明

治
10
年
（
１
８
７
７
）
５
月
１
日

か
ら
11
日
に
か
け
て
工
部
大
学
校

の
建
築
家
カ
ペ
レ
ッ
テ
ィ
と
工
部

省
営
繕
課
の
イ
タ
リ
ア
人
彫
刻
師

ラ
グ
ー
ザ
が
仮
皇
居
内
の
謁
見
所

に
使
用
す
る
石
材
調
査
の
た
め
真

弓
村
と
諏
訪
村
を
訪
れ
た
。

 

　カ
ペ
レ
ッ
テ
ィ
ら
は
真
弓
村
の

寒
水
石
は
青
色
の
斑
が
入
っ
て
い

る
も
の
が
あ
り
、
大
き
な
石
を
得

よ
う
と
す
る
と
こ
の
斑
は
避
け
ら

れ
な
い
が
「
其
色
白
く
し
て
其
質

緻
密
な
り
」と
高
く
評
価
す
る
が「
運

輸
不
便
の
地
」
と
付
け
加
え
る
。

 

　諏
訪
村
で
は
字
屏
風
ヵ
嶽
の
採

石
場
所
を
見
て
「
山
腰
に
重
疊
し

た
る
石
塊
は
其
色
青
白
に
し
て
虎

斑
あ
り
、
其
質
真
弓
山
に
比
す
れ

は
稍
々
脆
き
か
如
し
」と
。字
屏
風
ヵ

嶽
は
水
穴
を
沢
に
そ
っ
て
５
０
０

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
遡
っ
た
地
点
の
東

側
に
そ
び
え
る
山
で
あ
る
。

 

　江
戸
時
代
の
文
化
４
年
（
１
８

０
７
）
の
水
戸
藩
の
地
誌
「
水
府

志
料
」
は
屏
風
ヵ
嶽
を
「
高
き
事

数
十
丈
、
絶
壁
屏
風
の
如
き
石
山

な
り
」
と
記
す
。
江
戸
時
代
末
、

天
保
15
年
（
１
８
４
４
）
の
諏
訪

村
絵
図
に
も
屏
風
ヵ
嶽
に
採
石
場

が
描
か
れ
て
い
る
。

 

　さ
ら
に
南
に
遡
る
と
字
唐
津
沢

で
あ
る
。
こ
の
地
の
石
質
は
屏
風
ヵ

嶽
と
同
様
で
あ
っ
た
。

 

　こ
れ
ら
諏
訪
村
の
地
の
寒
水
石

は
「
道
路
は
渓
流
を
左
右
に
し
て

迂
曲
な
り
と
い
え
ど
も
、
真
弓
山

に
比
す
れ
は
運
輸
大
に
便
」
な
り

と
言
う
。

 

イ
タ
リ
ア
人
彫
刻
家
の
調
査

　明

治
12
年
10
月
８
日
、
東
京
の
工
部

美
術
学
校
（
明
治
９
年
設
立
）
の

イ
タ
リ
ア
人
彫
刻
学
教
師
ガ
リ
ア

ル
デ
ィ
が
諏
訪
・
助
川
両
村
と
真
弓
・

大
森
両
村
に
産
出
す
る
寒
水
石
の

調
査
を
行
な
っ
た
。

 

　真
弓
山
の
白
寒
水
石
は
、
石
質

は
中
等
の
彫
像
石
、
石
肌
は
イ
タ

リ
ア
産
の
も
の
に
劣
る
こ
と
な
く

ア
メ
リ
カ
バ
ー
モ
ン
ト
州
産
の
も

の
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
。
採
掘
場

は
浜
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
な
い
の

で
輸
送
の
便
が
あ
れ
ば
発
展
は
可

能
で
あ
る
、
と
評
し
た
。

 

　助
川
村
数
沢
山
の
寒
水
石
は
、

青
黒
い
色
を
し
て
い
て
堅
牢
で
ひ

び
割
れ
が
少
い
良
材
で
あ
る
、
幅

五
尺
、
長
二
丈
前
後
の
巨
材
を
得

る
こ
と
は
難
し
く
な
い
と
。

 

　諏
訪
村
の
字
普
賢
に
露
頭
す
る

白
寒
水
石
は
彫
刻
石
と
し
て
上
等

で
あ
る
と
い
う
。
普
賢
と
は
普
賢
ヵ

岩
と
も
い
い
、
諏
訪
の
水
穴
の
西

方
一
帯
の
山
で
あ
る
。

 

　明
治
15
年
に
創
設
さ
れ
た
地
質

調
査
所
の
技
師
で
、
の
ち
に
所
長

と
な
っ
た
巨
智
部
忠
承
は
明
治
16

年
に
刊
行
し
た『
概
測
常
北
地
質
編
』

に
お
い
て
茨
城
県
北
部
７
ヶ
村
の

寒
水
石
調
査
に
つ
い
て
「
産
地
の

広
袤
・
性
質
の
善
良
な
る
も
の
を

追
叙
せ
は
、
諏
訪
第
一
に
居
り
、

助
川
之
に
亞
」
ぐ
と
記
す
。

 

会
瀬
浜
か
ら
積
出
す

　カ
ペ
レ
ッ

テ
ィ
と
ガ
リ
ア
ル
デ
ィ
の
二
組
が

と
も
に
こ
の
地
か
ら
の
輸
送
問
題

に
触
れ
て
い
る
。
石
材
を
大
量
に

東
京
ま
で
運
ぶ
。
そ
れ
に
は
海
運

し
か
な
い
。
諏
訪
村
の
近
く
に
は

会
瀬
浜
が
あ
っ
た
。

 

　カ
ペ
レ
ッ
テ
ィ
の
調
査
に
基
づ

い
て
謁
見
所
用
の
石
材
と
し
て
諏

訪
村
の
寒
水
石
が
選
ば
れ
た
。
ガ

リ
ア
ル
デ
ィ
の
調
査
直
前
の
明
治

12
年
９
月
、
下
孫
村
の
長
山
佐
七

に
よ
っ
て
切
り
出
さ
れ
た
皇
居
謁

見
所
用
の
寒
水
石
は
、
会
瀬
浜
か

ら
東
京
の
石
問
屋
が
手
配
し
た
廻

船
に
千
個
を
積
ん

で
出
帆
し
た
。

 

　と
こ
ろ
が
船
は

出
帆
し
て
ま
も
な

く
岩
城
国
中
之
作

浜
（
い

わ

き

市
）

ま
で
流
さ
れ
、
９

月
末
会
瀬
に
戻
っ

て
き
た
も
の
の
船

底
が
破
損
し
、
乗

員
は
無
事
だ
っ
た

が
、
積
ん
で
い
た

石
は
沖
合
の
海
底

に
沈
ん
で
し
ま
っ

た
。

 

　『
概
測
』
が
会
瀬

の
浜
に
つ
い
て
、

五
百
石
前
後
の
船

を
入
れ
ら
れ
る
と

い
う
が
、
海
底
は
浅
く
、
岩
礁
が

四
方
に
ひ
そ
ん
で
い
る
。
港
の
入

口
は
広
い
が
風
が
あ
っ
て
波
が
立

つ
よ
う
な
時
は
し
ば
し
ば
難
破
の

お
そ
れ
が
あ
る
が
、
近
隣
か
ら
採

取
さ
れ
る
寒
水
石
は
こ
の
浜
か
ら

積
み
出
さ
れ
る
と
記
述
す
る
。
こ

れ
は
明
治
12
年
の
難
破
事
故
が
念

頭
に
あ
り
、
か
つ
事
故
の
前
後
に

会
瀬
浜
か
ら
積
み
出
さ
れ
、
皇
居

仮
謁
見
所
の
石
材
と
し
て
用
い
ら

れ
た
こ
と
を
示
す
。

 

（
本
記
事
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
日
立

市
の
歴
史
点
描
」
に
紹
介
し
た
寒

水
石
に
関
す
る
史
料
に
基
づ
い
た
）

 

ふるさと探訪ふるさと探訪パートⅡ－パートⅡ－ 8989

明治初期、諏訪の寒水石 

や

こ
う

こ

ち

べ

た
だ

つ
ね

ぼ
う

ち
ょ
う

じ
ょ
う

こ
れ

つ

諏訪町屏風ヵ嶽　２０２１年撮影

（4）

画
も
進
ん
で
い
ま
し
た
。

し
か
し
2
0
2
0
年
か

ら
大
流
行
し
た
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

打
撃
に
よ
っ
て
、
計
画

の
見
直
し
を
余
儀
な

く
さ
れ
ま
し
た
。
４
年

間
チ
ャ
ン
ス
を
窺
い

つ
づ
け
、
よ
う
や
く
昨

年
（
2
0
2
4
年
）
に

醸
造
所
の
開
工
に
漕
ぎ

つ
け
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ

は
や
っ
と
下
火
に
な
り

ま
し
た
が
客
足
の
戻
り

が
鈍
い
状
況
で
、
お
客
様
を
た
だ

待
つ
商
売
で
は
な
く

自
分
の
と
こ
ろ
で
モ

ノ
づ
く
り
を
し
て
自

社
製
品
と
し
て
外
に

売
り
出
し
て
い
き
た

い
、
そ
の
た
め
の
自

前
の
醸
造
所
建
設
へ

の
挑
戦
だ
っ
た
わ
け

で
す
。

　
　
　

 

日
立
麦
酒

は
〝
観
光
に
繋
が
る
も
の
〞
と
い
う

着
想
か
ら
開
発
し
て
い
ま
す
。
日

立
市
も
人
口
減
少
に
差
し
掛
か
っ

て
い
く
、
そ
ん
な
中
で
も
外
か
ら

訪
れ
る
方
々
が
増
え
て
い
っ
て
観

光
が
盛
ん
に
な
る
流
れ
を
作
れ
な

い
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
開
発
に
取

り
組
み
ま
し
た
。
日
立
を
代
表
す

る
桜
に
海
の
街
、
ま
た
久
慈
浜
の

灯
台
も
他
の
街
で
は
中
々
お
目
に

か
か
れ
な
い
、
日
立
を
特
徴
づ
け

る
名
所
だ
と
思
い
ま
す
。
現
在
は

こ
ち
ら
の
３

種
の
日
立
麦

酒
を
商
品
化

し
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
か

ら
も
研
究
を

重
ね
て
観
光

に

繋

が

る

テ

ー

マ

の

ビ
ー
ル
開
発

を
進
め
た
い

と
考
え
て
い

ま
す
。
ま
た

か
つ
て
自
分

た
ち
が
木
内
酒
造
さ
ん
の
製
造
ラ

イ
ン
を
借
り
た
よ
う
に
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
ビ
ー
ル
を
出
し
た
い
と
考
え

て
い
る
他
社
の
方
々
に
今
度
は
う

ち
の
醸
造
設
備
を
提
供
し
て
開
発

か
ら
醸
造
ま
で
携
わ
っ
て
い
く
事

業
も
展
開
中
で
す
。
現
在
石
岡
市

や
福
島
県
の
お
店
か
ら
Ｏ
Ｅ
Ｍ
形

式
で
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ビ
ー
ル
醸
造

を
引
き
受
け
て
い
ま
す
。

　
　
　

 

日
立
麦
酒
を
メ
ニ
ュ
ー
に

出
し
て
以
降
、
お
客

さ
ん
の
評
判
は
上
々

で
、
意
外
と
す
ん
な

り
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ま

す
。　た

だ
、
日
立
麦
酒

の
存
在
を
知
ら
ず
に

来
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
っ
て
、
そ
う
い
っ

た
人
の
方
が
新
鮮
な

リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
で

す
ね
。
バ
ー
カ
ウ
ン

タ
ー
の
目
の
前
に
醸

造
設
備
が
あ
っ
て
、

そ
こ
で
作
ら
れ
た

ビ
ー
ル
が
こ
こ
で
飲

め
る
と
い
う
の
は
大

き
な
イ
ン
パ
ク
ト
に

な
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

　
　
　

 

ク
ラ
フ
ト

ビ
ー
ル
と
い
う
と
作

り
手
の
こ
だ
わ
り
が

反
映
さ
れ
る
あ
ま
り

ク
セ
の
強
い
独
特
な
味
わ
い
に
な

り
が
ち
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
日
立

に
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
文
化
を
根
づ

か
せ
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
、
日

立
麦
酒
は
そ
の
入
口
と
し
て
飲
み

口
の
良
さ
を
優
先
し
た
テ
イ
ス
ト

に
仕
上
げ
て
い
ま
す
。
ク
ラ
フ
ト

ビ
ー
ル
を
よ
く
飲
む
コ
ア
ユ
ー

ザ
ー
か
ら
は
「
日
立
麦
酒
は
ま
だ

〝
弱
い
〞
」
と
い
っ
た
声
を
い
た
だ

く
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
ク
セ
の

強
い
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
を

飲
ん
で
苦
手
意
識
を
持
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
人
も
多

い
の
で
、
ま
ず
飲
み
や
す

い
所
か
ら
入
っ
て
も
ら
っ

て
ク
ラ
フ
ト
ビ
ー
ル
を
好

き
に
な
っ
て
も
ら
う
仕
組

み
づ
く
り
が
大
事
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。

　
　
　

 

将
来
的
に
は
瓶

ビ
ー
ル
や
缶
ビ
ー
ル
を
開

発
し
て
観
光
客
が
多
く
集

ま
る
ス
ポ
ッ
ト
で
販
売
し
、

市
外
に
販
路
を
拡
大
し
て

ゆ
き
た
い
で
す
。
ま
た
市

内
の
各
飲
食
店
に
そ
れ
ぞ

れ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ビ
ー
ル

を
置
い
て
、
そ
れ
が
観
光

に
繋
が
る
街
に
な
れ
ば
面

白
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
っ
て
い
ま
す
。
日
立
に

店
を
構
え
る
オ
ー
ナ
ー
さ

ん
一
人
一
人
の
話
を
聞
い

て
、
そ
の
方
が
叶
え
た
い

オ
リ
ジ
ナ
ル
ビ
ー
ル
を
開

発
し
て
提
供
で
き
る
よ
う

に
な
る
こ
と
が
夢
で
す
。

　
　
　

 

日
立
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ビ
ー

ル
づ
く
り
へ
の
取
り
組
み
を
始
め

た
の
は
2
0
1
6
年
の
こ
と
で
す
。

と
あ
る
地
域
に
行
っ
た
時
、
そ
こ

の
地
ビ
ー
ル
に
出
会
っ
て
感
動
し

た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
自
分
で
も

そ
う
い
っ
た
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
の

あ
る
ビ
ー
ル
作
り
に
挑
戦
し
、
集
客

力
を
生
み
出
し
て
み
よ
う
と
い
う
発

想
が
出
発
点
で
し
た
。
醸
造
の
第
一

歩
と
し
て
、
那
珂
市
の
木
内
酒
造

さ
ん
の
ラ
ボ
を
お
借
り
し
て
自
分

た
ち
の
ビ
ー
ル
を
開
発
し
、
や
が

て
Ｏ
Ｅ
Ｍ
形
式
で
木
内
酒
造
さ
ん

に
依
頼
を
か
け
て
３
種
の
日
立
麦

酒
の
醸
造
を
開
始
し

ま
し
た
。

　
　
　

 

日
立
麦
酒

と
し
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ

ン
グ
し
た
当
初
は
、

製
造
こ
そ
木
内
酒
造

さ
ん
で
は
あ
り
ま
し

た
が
か
な
り
の
人
気

を
得
て
お
り
、
自
前

の
醸
造
所
を
造
る
計

オ
リ
ジ
ナ
ル
ビ
ー
ル
で
街
づ
く
り
を
！
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　店
内
に
足
を
一
歩
踏
み
入
れ
る
と
そ
の
存
在
感
に

視
線
が
釘
付
け
に
な
る
―
。
日
立
市
弁
天
町
の

S
e
c
o
n
d 

E
a
r
t
h 

D
i
n
e
r
の
店
内
に

あ
る
ビ
ー
ル
醸
造
所
は
、
通
り
沿
い
か
ら
も
ひ
と
際
目

立
つ
存
在
だ
。
な
ぜ
ダ
イ
ニ
ン
グ
バ
ー
に
ビ
ー
ル
の
醸

造
所
が
入
っ
て
い
る
の
か
？
こ
の
醸
造
設
備
で
生
み

出
さ
れ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
ビ
ー
ル
は
ど
ん
な
味
な
の

か
？
気
に
な
る
疑
問
を
清
家
代
表
に
ぶ
つ
け
て
み
た
。

清家　達也さん
（弁天町）

Second Earth Diner 代表

銀座通り沿いにある
Second Earth Diner

それぞれ味わいの異なる３種の日立麦酒

バーカウンターの奥に並ぶ醸造設備は圧倒的な存在感！

瓶詰め設備の導入は現在検討段階。
店頭では生ビールを詰めて自宅に
持ち帰れるタンブラーを販売中。
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島崎　和夫

　助
川
か
ら
諏
訪
・
大
久
保
、
そ

し
て
真
弓
（
常
陸
太
田
市
）
の
山

中
に
は
寒
水
石
が
あ
り
、
江
戸
時

代
に
は
美
術
工
芸
品
（
花
瓶
な
ど
）

や
石
碑
の
石
材
と
し
て
採
掘
さ
れ

て
き
た
。
寒
水
石
と
は
今
で
い
う

大
理
石
の
こ
と
で
あ
る
。

 

イ
タ
リ
ア
人
建
築
家
の
調
査

　明

治
10
年
（
１
８
７
７
）
５
月
１
日

か
ら
11
日
に
か
け
て
工
部
大
学
校

の
建
築
家
カ
ペ
レ
ッ
テ
ィ
と
工
部

省
営
繕
課
の
イ
タ
リ
ア
人
彫
刻
師

ラ
グ
ー
ザ
が
仮
皇
居
内
の
謁
見
所

に
使
用
す
る
石
材
調
査
の
た
め
真

弓
村
と
諏
訪
村
を
訪
れ
た
。

 

　カ
ペ
レ
ッ
テ
ィ
ら
は
真
弓
村
の

寒
水
石
は
青
色
の
斑
が
入
っ
て
い

る
も
の
が
あ
り
、
大
き
な
石
を
得

よ
う
と
す
る
と
こ
の
斑
は
避
け
ら

れ
な
い
が
「
其
色
白
く
し
て
其
質

緻
密
な
り
」と
高
く
評
価
す
る
が「
運

輸
不
便
の
地
」
と
付
け
加
え
る
。

 

　諏
訪
村
で
は
字
屏
風
ヵ
嶽
の
採

石
場
所
を
見
て
「
山
腰
に
重
疊
し

た
る
石
塊
は
其
色
青
白
に
し
て
虎

斑
あ
り
、
其
質
真
弓
山
に
比
す
れ

は
稍
々
脆
き
か
如
し
」と
。字
屏
風
ヵ

嶽
は
水
穴
を
沢
に
そ
っ
て
５
０
０

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
遡
っ
た
地
点
の
東

側
に
そ
び
え
る
山
で
あ
る
。

 

　江
戸
時
代
の
文
化
４
年
（
１
８

０
７
）
の
水
戸
藩
の
地
誌
「
水
府

志
料
」
は
屏
風
ヵ
嶽
を
「
高
き
事

数
十
丈
、
絶
壁
屏
風
の
如
き
石
山

な
り
」
と
記
す
。
江
戸
時
代
末
、

天
保
15
年
（
１
８
４
４
）
の
諏
訪

村
絵
図
に
も
屏
風
ヵ
嶽
に
採
石
場

が
描
か
れ
て
い
る
。

 

　さ
ら
に
南
に
遡
る
と
字
唐
津
沢

で
あ
る
。
こ
の
地
の
石
質
は
屏
風
ヵ

嶽
と
同
様
で
あ
っ
た
。

 

　こ
れ
ら
諏
訪
村
の
地
の
寒
水
石

は
「
道
路
は
渓
流
を
左
右
に
し
て

迂
曲
な
り
と
い
え
ど
も
、
真
弓
山

に
比
す
れ
は
運
輸
大
に
便
」
な
り

と
言
う
。

 

イ
タ
リ
ア
人
彫
刻
家
の
調
査

　明

治
12
年
10
月
８
日
、
東
京
の
工
部

美
術
学
校
（
明
治
９
年
設
立
）
の

イ
タ
リ
ア
人
彫
刻
学
教
師
ガ
リ
ア

ル
デ
ィ
が
諏
訪
・
助
川
両
村
と
真
弓
・

大
森
両
村
に
産
出
す
る
寒
水
石
の

調
査
を
行
な
っ
た
。

 

　真
弓
山
の
白
寒
水
石
は
、
石
質

は
中
等
の
彫
像
石
、
石
肌
は
イ
タ

リ
ア
産
の
も
の
に
劣
る
こ
と
な
く

ア
メ
リ
カ
バ
ー
モ
ン
ト
州
産
の
も

の
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
。
採
掘
場

は
浜
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
な
い
の

で
輸
送
の
便
が
あ
れ
ば
発
展
は
可

能
で
あ
る
、
と
評
し
た
。

 

　助
川
村
数
沢
山
の
寒
水
石
は
、

青
黒
い
色
を
し
て
い
て
堅
牢
で
ひ

び
割
れ
が
少
い
良
材
で
あ
る
、
幅

五
尺
、
長
二
丈
前
後
の
巨
材
を
得

る
こ
と
は
難
し
く
な
い
と
。

 

　諏
訪
村
の
字
普
賢
に
露
頭
す
る

白
寒
水
石
は
彫
刻
石
と
し
て
上
等

で
あ
る
と
い
う
。
普
賢
と
は
普
賢
ヵ

岩
と
も
い
い
、
諏
訪
の
水
穴
の
西

方
一
帯
の
山
で
あ
る
。

 

　明
治
15
年
に
創
設
さ
れ
た
地
質

調
査
所
の
技
師
で
、
の
ち
に
所
長

と
な
っ
た
巨
智
部
忠
承
は
明
治
16

年
に
刊
行
し
た『
概
測
常
北
地
質
編
』

に
お
い
て
茨
城
県
北
部
７
ヶ
村
の

寒
水
石
調
査
に
つ
い
て
「
産
地
の

広
袤
・
性
質
の
善
良
な
る
も
の
を

追
叙
せ
は
、
諏
訪
第
一
に
居
り
、

助
川
之
に
亞
」
ぐ
と
記
す
。

 

会
瀬
浜
か
ら
積
出
す

　カ
ペ
レ
ッ

テ
ィ
と
ガ
リ
ア
ル
デ
ィ
の
二
組
が

と
も
に
こ
の
地
か
ら
の
輸
送
問
題

に
触
れ
て
い
る
。
石
材
を
大
量
に

東
京
ま
で
運
ぶ
。
そ
れ
に
は
海
運

し
か
な
い
。
諏
訪
村
の
近
く
に
は

会
瀬
浜
が
あ
っ
た
。

 

　カ
ペ
レ
ッ
テ
ィ
の
調
査
に
基
づ

い
て
謁
見
所
用
の
石
材
と
し
て
諏

訪
村
の
寒
水
石
が
選
ば
れ
た
。
ガ

リ
ア
ル
デ
ィ
の
調
査
直
前
の
明
治

12
年
９
月
、
下
孫
村
の
長
山
佐
七

に
よ
っ
て
切
り
出
さ
れ
た
皇
居
謁

見
所
用
の
寒
水
石
は
、
会
瀬
浜
か

ら
東
京
の
石
問
屋
が
手
配
し
た
廻

船
に
千
個
を
積
ん

で
出
帆
し
た
。

 

　と
こ
ろ
が
船
は

出
帆
し
て
ま
も
な

く
岩
城
国
中
之
作

浜
（
い

わ

き

市
）

ま
で
流
さ
れ
、
９

月
末
会
瀬
に
戻
っ

て
き
た
も
の
の
船

底
が
破
損
し
、
乗

員
は
無
事
だ
っ
た

が
、
積
ん
で
い
た

石
は
沖
合
の
海
底

に
沈
ん
で
し
ま
っ

た
。

 

　『
概
測
』
が
会
瀬

の
浜
に
つ
い
て
、

五
百
石
前
後
の
船

を
入
れ
ら
れ
る
と

い
う
が
、
海
底
は
浅
く
、
岩
礁
が

四
方
に
ひ
そ
ん
で
い
る
。
港
の
入

口
は
広
い
が
風
が
あ
っ
て
波
が
立

つ
よ
う
な
時
は
し
ば
し
ば
難
破
の

お
そ
れ
が
あ
る
が
、
近
隣
か
ら
採

取
さ
れ
る
寒
水
石
は
こ
の
浜
か
ら

積
み
出
さ
れ
る
と
記
述
す
る
。
こ

れ
は
明
治
12
年
の
難
破
事
故
が
念

頭
に
あ
り
、
か
つ
事
故
の
前
後
に

会
瀬
浜
か
ら
積
み
出
さ
れ
、
皇
居

仮
謁
見
所
の
石
材
と
し
て
用
い
ら

れ
た
こ
と
を
示
す
。

 

（
本
記
事
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
日
立

市
の
歴
史
点
描
」
に
紹
介
し
た
寒

水
石
に
関
す
る
史
料
に
基
づ
い
た
）

 

ふるさと探訪ふるさと探訪パートⅡ－パートⅡ－ 8989

明治初期、諏訪の寒水石 

や

こ
う

こ

ち

べ

た
だ

つ
ね

ぼ
う

ち
ょ
う

じ
ょ
う

こ
れ

つ

諏訪町屏風ヵ嶽　２０２１年撮影



（6）

道
標
は
本
来
の
役
割
を
果
た
す
機
会

が
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、

全
て
の
道
標
に
は
建
て
た
人
た
ち
の

願
い
（
信
仰
心
・
善
意
・
優
し
さ
な
ど
）

が
こ
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
の
人
が
そ
の
時
代
を
一
生
懸
命
に

生
き
て
き
た
と
い
う
証
で
も
あ
り
ま

す
。
物
言
わ
ぬ
道
標
で
す
が
、
私
た

ち
の
方
か
ら
道
標
に
寄
り
添
い
、
古

人
の
心
を
感
じ
取
っ
て
み
ま
せ
ん

か
？
ま
た
、「
ひ
た
ち
」
と
い
う
地
域

を
味
わ
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

（
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
明
る
く
平
和
な

未
来
を
指
し
示
す
道
標
は
、
ど
こ
に

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
）

日立・多賀市民会館　催し物ご案内

　石
鏃
や
土
器
片
を
拾
う
た
め
に
、

ほ
ぼ
3
年
間
、
掃
除
当
番
は
校
庭
だ
っ

た
中
学
時
代
。
野
仏
調
査
や
遺
跡
調

査
を
経
験
し
、
郷
土
史
の
面
白
さ
に

ハ
マ
っ
た
高
校
時
代
。
考
古
学
が
好

き
で
機
会
が
あ
れ
ば
県
内
は
も
ち
ろ

ん
、
関
西
に
ま
で
発
掘
に
行
っ
た
大

学
時
代
で
し
た
。
し
か
し
、
就
職
後

は
二
足
の
わ
ら
じ
を
履
く
程

の
器
用
さ
は
な
く
、
歴
史
と

は
あ
ま
り
触
れ
合
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
退
職
後
は
一
転
し
て
、

好
き
な
こ
と
に
時
間
を
さ
く

機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
が
、

考
え
て
み
れ
ば
、
や
っ
て
い

る
こ
と
は
若
い
時
の
延
長
、

あ
る
い
は
で
き
な
か
っ
た
こ

と
へ
の
再
挑
戦
だ
と
気
付
き

ま
し
た
（
進
歩
が
あ
り
ま
せ

ん
ね
）。

　退
職
後
に
挑
戦
し
た
一
つ

目
は
、
市
内
の
道
標
の
悉
皆
調
査
で

し
た
。

　昭
和
45
年
頃
、
高
校
の
史
学
部
で

市
内
の
野
仏
調
査
を
行
い
ま
し
た
。

月
に
数
回
、
市
内
を
歩
き
回
り
、
野

仏
の
あ
る
場
所
、
種
類
、
建
立
年
を

調
べ
、
そ
の
地
区
の
傾
向
を
ま
と
め
、

報
告
書
を
作
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で

個
人
的
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
道
標

で
、
そ
の
こ
ろ
の
日
立
市
に
は
16
基

を
確
認
で
き
ま
し
た
が
、
退
職
後
に

郷
土
博
物
館
で
歴
史
資
料
調
査
員
と

し
て
勤
務
す
る
中
で
、
確
認
で
き
た

道
標
は
84
基
に
増
え
ま
し
た
。
こ
れ

ら
を
調
査
し
た
レ
ポ
ー
ト
（
写
真
と

拓
本
と
短
文
）
を
毎
週
「
ひ
た
ち
の

大
地
に
」
と
題
し
、
博
物
館
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
ま
し
た
。
写
真

で
は
文
字
が
読
め
な
い
石
碑
も
拓
本

に
採
れ
ば
文
字
が
は
っ
き
り
と
読
め

ま
す
の
で
、
採
っ
た
拓
本
は
裏
打
ち

し
て
歴
史
資
料

と
し
て
残
る
よ

う
に
博
物
館
に

納
め
、
レ
ポ
ー

ト
は
１
冊
の
本

に
ま
と
め
ま
し

た
。　道

標
か
ら
は
、

江
戸
時
代
の
日

立
に
生
き
た
庶
民
の
信
仰
の
一
端
や

大
正
・
昭
和
初
期
の
若
者
が
組
織
し

た
青
年
団
活
動
の
一
端
を
う
か
が
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
在
、
市
内
に

あ
る
84
基
の
道
標
の
う
ち
、
岩
城
相

馬
街
道
に
立
つ
泉
川
道
標
（
大
み
か

町
）、
日
立
最
大
の
入
四
間
道
標
（
東

河
内
町
）、
日
立
最
古
で
あ
る
元
禄
16

（
1
7
0
3
）
年
建
立
の
大
原
道
標
（
十

王
町
）、
信
濃
高
遠
の
石
工
が
彫
っ
た

黒
田
道
標
（
十
王
町
）
の
４
基
が
市

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
文

化
財
指
定
し
て
い
な
く
て
も
、
お
地

蔵
様
が
指
を
指
し
て
行
き
先
を
示
す

道
標
（
十
王
町
）、
歌
碑
に
さ
り
げ
な

く
行
き
先
を
書
い

た
道
標
（
千
石
町
）

な
ど
個
性
的
で
味

わ
い
深
い
道
標
な

ど
が
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。

　地
図
や
ナ
ビ
が

普
及
し
、車
に
乗
っ

て
の
高
速
移
動
が

当
た
り
前
の
現
在
、

第32回 ひたちBigBand フェスティバル 2025第8回 常陸多賀かどや寄席

風化が進む黒田道標

大原道標（十王町）とその拓本（右）

山中の二又の道標

日　時　6月22日（日）
　　　　①午前11時開演  ②午後３時開演
会　場　多賀市民会館ホール
料　金　全席自由　大人3,000円、高校生以下1,500円
出　演　

　　　 【チケット発売】
　　　　4月5日（土）午前10時　多賀市民会館窓口ほか
問合せ　多賀市民会館　0294－34－1727

日　時　5月11日（日）
　　　　午後12時30分開演
会　場　日立市民会館ホール
料　金　全席指定　500円
出　演　日立市内外アマチュアビッグバンド
　　　 【チケット発売】
　　　　4月12日（土）午前10時　日立市民会館窓口ほか
問合せ　日立市民会館　0294－22－6481

し
っ
か
い

幡立柱の道標（水木町）
はたたて

おぼん・こぼん、ふじいあきら、浅草ニューウェーブ
（母心、オキシジェン、新宿カウボーイ）案内役：ねばねば音頭

元大みか小学校長。社会科教諭。教育の場に実験考古学
の成果を活用する活動（火起こし・土器づくり）等を行う。
ふるさと文化少年団顧問。日立市郷土博物館研究員。

郷土の歴史との出会い

古人との出会い…道標
みちしるべ

［新］

ー 綿引  逸雄 ー
いつおわたひき
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　新
た
な
年
、
令
和
7
年
を
迎
え
、

日
立
将
棋
連
盟
は
１
月
18
日
、
ひ
た

ち
こ
ど
も
将
棋
教
室
を
皮
切
り
に
活

動
が
始
ま
っ
た
。

　こ
の
日
、
子
供
達
と
和
や
か
に
新

春
将
棋
を
楽
し
む
中
、
一
本
の
電
話

が
舞
い
込
ん
だ
。
日
立
市
民
科
学
文

化
財
団
か
ら
将
棋
に
関
す
る
原
稿
依

頼
で
あ
っ
た
。

　将
棋
人
口
の
減
少
が
続
く
近
年
、

将
棋
普
及
、
地
域
活
性
化
に
少
し
で

も
お
役
に
た
て
れ
ば
と
お
引
き
受
け

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
　

 

沿

　
　革

昭
和
29
年

　日
立
文
化
協
会
実
行
委

員
会
に
よ
る
第
1
回
市

民
将
棋
大
会
開
催

昭
和
39
年

　日
立
将
棋
連
盟
結
成

昭
和
41
年

　日
本
将
棋
連
盟
日
立
支

部
結
成

昭
和
50
年

　茨
城
県
支
部
連
合
会

　

（
15
支
部
）
県
内
将
棋

団
体
の
組
織
化
実
現

平
成
17
年

　ひ
た
ち
こ
ど
も
将
棋
教

室
開
催

過
去
の
イ
ベ
ン
ト

　昭
和
29
年
か
ら
日
立
市
民
将
棋
大

会
が
開
催
さ
れ
、
70
年
の
歴
史
を
誇

る
日
立
将
棋
連
盟
。
昨
年
（
令
和
6
年
）

は
第
71
回
日
立
市
民
将
棋
大
会
が
行

わ
れ
、
伝
統
あ
る
将
棋
大
会
は
今
も
っ

て
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で

の
礎
を
築
き
上
げ
た
諸
先
輩
方
々
に

敬
意
を
表
し
た
い
。

　平
成
時
代
に
私
が
携
わ
っ
た
大
イ

ベ
ン
ト
を
二
つ
ほ
ど
紹
介
し
た
い
。

　平
成
21
年
に
多
賀
駅
前
大
通
り
に

お
い
て
行
わ
れ
た
よ
か
っ
ぺ
祭
り
、

日
立
将
棋
連
盟
も
「
フ
ェ
ス
タ
茨
城
」

と
題
し
、
プ
ロ
棋
士
5
人
を
招
待
、

当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
百
面
指
し

を
行
い
盛
況
な
祭
り
と
な
っ
た
。

　平
成
31
年
、「
東
日
本
大
震
災
復
興

イ
ベ
ン
ト
」、
こ
れ
は
日
本
将
棋
連
盟

が
主
催
、
茨
城
県
支
部
連
合
会
日
立

支
部
が
主
管
と
な
り
、
プ
ロ
棋

士
7
人
に
お
越
し
い
た
だ
い
た
。

県
内
外
か
ら
将
棋
愛
好
家
が
参

加
、
大
盛
況
の
中
イ
ベ
ン
ト
が

行
わ
れ
た
。

日
立
将
棋
2
団
体
の
在
り
方

　現
在
（
令
和
7
年
）、
日
立

将
棋
連
盟
会
員
（
24
名
）、
ひ

た
ち
こ
ど
も
将
棋
教
室
会
員

（
18
名
）
の
2
団
体
が
活
動
を

し
て
い
る
。

　日
立
将
棋
連
盟
は
月
1
回
、
月
例

将
棋
大
会
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、

日
立
市
民
将
棋
大
会
、
茨
城
新
聞
社

杯
県
北
地
区
予
選
、
ア
マ
レ
ー
テ
ィ

ン
グ
選
手
権
茨
城
県
大
会
な
ど
が
主

な
将
棋
大
会
と
な
る
。

　ま
た
、
平
成
17
年
か

ら
行
わ
れ
て
い
る
「
ひ

た
ち
こ
ど
も
将
棋
教
室
」

で
は
、
月
1
回
第
3
土

曜
日
に
小
、
中
学
生
の

会
員
が
基
本
的
な
駒
の

働
き
や
実
践
対
局
な
ど

を
中
心
に
日
々
励
ん
で

い
る
。

　日
立
で
は
子
供
独
自

の
将
棋
大
会
は
無
く
、

一
般
大
会
に
参
加
す
る

こ
と
が
当
時
の
在
り
方

だ
っ
た
。

　令
和
元
年
よ
り
、
日

立
市
民
将
棋
大

会
に
子
供
の
部

を
設
け
、
こ
れ

が
ひ
た
ち
こ
ど

も
将
棋
大
会
の

始
ま
り
と
な
っ

た
。
さ
ら
に
環

境
を
整
え
改
善

し
て
行
き
た
い
。

　翌
年
の
令
和

2
年
、
全
国
小
学
生
将
棋
名
人
戦
茨

城
県
大
会
「
さ
な
る
杯
」
が
開
催
さ

れ
た
。
現
在
は
「
公
文
杯
」
に
名
称

が
変
わ
り
、
日
立
将
棋
連
盟
が
主
管

と
な
り
、
現
在
（
令
和
6
年
）
も
行

わ
れ
て
い
る
。

東日本復興イベントプロ棋士久保利明九段の指導対局

将棋への魂
プロフィール
矢代　豊（やしろ  ゆたか）
日立市生まれ
㈱日立製作所・日立工場入社　日立会将棋部に所属
平成26年日立将棋連盟会長、ひたちこども将棋教室代表、
茨城県支部連合会役員に就任
他、茨城新聞将棋観戦記担当

［新］

参加者・出演者募集のおしらせ

Civic Dance Fes.2025 出演者募集Civic Dance Fes.2025 出演者募集日立市少年少女合唱団 団員募集日立市少年少女合唱団 団員募集

日　時　7月5日（土）
会　場　多賀市民会館ホール
対　象　ダンスチームまたは個人
料　金　500円/人
申込方法　5月11日（日）までに
　　　　財団HPより
問合せ　日立シビックセンター　0294－24－7711

①ジュニアクラス　②シニアクラス①ジュニアクラス　②シニアクラス

活動日時　月3回程度の土曜日
　　　　①14：30～16：30
　　　　②16：40～17：50
活動場所　中小路交流センター
　　　 （日立市民会館3階）
参加料　①3,000円/月　②2,500円/月
対　象　①小学1年生から6年生　②中学1年生から高校3年生
申込み　日立市民会館　0294－22－6481（随時受付中）
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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。

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

　日立市の南の玄関口として来訪

者を迎えてくれる、久慈川河川敷

の菜の花畑。その景観を保つた

め、たくさんの地域住民が保全活

動に協力しているとのこと。本誌

の表紙写真を選ぶときにいつも思

うのだが、こうした美観を保持し

我々に提供してくれる方々のご努

力に深く敬意を表する。

　写真の撮影者は高鈴町の伊藤泰

生さん。ふるさと日立カレンダー

の応募作品からお借りしました。

編集後記
◆
こ
れ
を
書
い
て
い
る
３
月
中
旬
現

在
、
職
場
の
桜
が
散
り
際
を
迎
え
て

い
る
。
桜
と
い
っ
て
も
ソ
メ
イ
ヨ
シ

ノ
で
は
な
く
、
市
の
固
有
種
の
日
立

紅
寒
桜
で
あ
る
■
今
年
は
例
年
よ
り

も
開
花
時
期
が
遅
か
っ
た
よ
う
に
思

う
。
や
っ
と
咲
い
て
き
た
な
と
思
っ

て
い
た
ら
、
こ
の
時
期
の
日
立
に
は

珍
し
く
寒
波
と
降
雪
に
見
舞
わ
れ
た
。

見
頃
を
迎
え
る
前
に
散
っ
て
し
ま
う

の
で
は
と
心
配
し
た
が
、
天
候
が
回

復
し
た
後
も
花
を
落
と
さ
ず
に
居
て

く
れ
た
の
で
胸
を
撫
で
お
ろ
し
た
◆

夜
中
の
帰
り
道
、
街
灯
に
照
ら
さ
れ

た
紅
寒
桜
の
下
で
し
ば
し
佇
み
、
独

り
占
め
を
堪
能
す
る
。
じ
っ
と
見
上

げ
て
い
る
と
「
も
っ
と
頑
張
れ
」
と

桜
に
叱
咤
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が

し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
Ａ
）

日　時　4月29日（火・祝）午後2時開演
会　場　日立市民会館ホール
料　金　全席指定　一般4,400円
　　　 【チケット発売中】
問合せ　日立市民会館　0294－22－6481

日　時　8月30日（土）午後2時開演
会　場　多賀市民会館ホール
料　金　一般500円（高校生以下無料）
問合せ　多賀市民会館
　　　　 0294－34－1727

　T
V
番
組
で
も
お
馴
染
み
、
人
気

の
若
手
落
語
家
、
林
家
た
い
平
・
桂

宮
治
の
二
人
が
日
立
市
民
会
館
に

や
っ
て
き
ま
す
。
爆
笑
必
至
の
一
席

を
お
見
逃
し
な
く
！

　ピ
ッ
ピ
コ
ン
サ
ー
ト
は
障
が
い
を
持
つ

方
と
そ
の
家
族
の
思
い
を
メ
ロ
デ
ィ
に
の

せ
て
届
け
る
手
作
り
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
す
。

　ピ
ッ
ピ
ス
タ
ッ
フ
の
会
の
発
足
40
周
年

を
迎
え
る
今
回
の

コ
ン
サ
ー
ト
は
、

コ
ロ
ナ
禍
を
挟
み

7
年
ぶ
り
の
開
催

と
な
り
ま
す
。

　ぜ
ひ
会
場
に
足

を
運
び
、
夢
や
希

望
に
溢
れ
た
想
い

と
音
楽
に
包
ま
れ

た
ひ
と
時
を
お
過

ご
し
く
だ
さ
い
。

ピッピコンサート

　日立市民会館は昭和40年の創建から今年で60年を迎えます。

この節目の年を記念し、日立市民会館ではさまざまな催しを企

画し、市民の皆様にわくわくと感動をお届けする予定です。詳

細につきましては当財団のホームページやSNS、広報誌等で随

時ご案内いたします。

ピッピスタッフの会発足 40周年記念

第 16回

ボランティア
スタッフも募
集中です。
詳細はお問い
合わせ下さい。

（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！

市民会館のお勧めイベント Pick Up!

特撰落語会
林家たい平・桂宮治二人会

特撰落語会
林家たい平・桂宮治二人会

日立市民会館 60 周年記念事業


