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小槻神社の茅の輪

lJ

の字に 3回くぐり枯れを清めます｡また夏越し破いはういろうに小豆をのせた和菓子｢水無月｣

を食べる習慣があります｡いよいよ夏本番です｡(撮影/大保紘史･2007年 6月の写真です)

-年に2回行われる｢大根L は日ごろの罪や積れを除き清める神事で､茅革で作った輪を八
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何の花かな ?

梅雨の明けるころ丸くてみずみずしい実がなりま

K/ i/Siすね｡ 
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｡ ②伝えたいもの 畳職人 中村明雄さん

: ④ホタルは人の暮らしのバロメーター 
● 草津でホタルを楽しむ会代表 鈴木道弘さん

; ㌫ 蒜 3=} 豊J とらいあんぐる代表 山元陽子さん

; 悪習警 窒認 諾 欝 蒜 岩 宿｣
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畳職 人 と して伝えた いもの 
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奉

職
人

中
村
綱
砧
と
h

･
骨


く
さ
ん
の
職
人
に
混
じ
っ
て
仕
事
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
が
､先
輩
た
ち
の
仕
事
の
早
さ
に
焦
り
ま
し
た
｡ま
た
､

れ
ま
で
作
っ
た
こ
と
の
な
い
坊
主
畳
と
い
う
ヘ
リ
の
な
い
昌

を
作
ら
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
､
囲
っ
た
こ
と

tLあ
り
ま
す 

(仰天
)0

変
わ
っ
て
は
い
け
な
い
完
成
品

た
た
み
ど
こ

稲
作
地
だ
っ
た
滋
賀
県
で
､稲
わ
ら
で

畳

床


た
く
さ
ん
い
ま
し
た
｡か
つ
て
は
渋
川
で
も
2
軒
､大
路
､


町
､
東
草
津
な
ど
で
10
軒
あ
ま
り
あ
り
ま

し
た

現
在
は
 

5
-
6
軒
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡吉
は
稲
わ
ら
を
干
し


た
り
､
配
達
し
た
り
､
貨
車
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
わ
ら
を
取


り
出
す
と
い
う
よ
う
な
仕
事

も
多
か
っ
た
の
で
す
｡


現
在
は
洋
風
建
築
や
高
層

住
宅
が
増
え
て
一
軒
当
た
り
の

昌
こ
そ
少
な
く
怠
り
ま
し
た
が
､住
宅
が
た
く
さ
ん
建
つ
の

j

頂


:
_

本
誌
に
い
つ
も
､
味
わ
い
の
あ
る
絵
と
字
､
言
葉
を
添
え
て

く
れ
る
中
村
明
雄
さ
ん
は
実
は
渋
川
の
畳
職
人
さ
ん
で
す
｡話

は
子
ど
も
の
時
か
ら
始
ま
り
ま
す
｡

｢仲
間
と
い
っ
し
ょ
｣
の
少
年
時
代

親
に
勉
強
し
ろ
な
ど
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
時
代
で
す
か


ら
､
毎
日
ト
ン
ボ
取
り
､
川
や
池
で
の
魚
捕
り
､
缶
け
り
､
か


く
れ
ん
ぼ
､鬼
ご
っ
こ
…
と
自
由
奔
放
な
暮
ら
し
を
し
て
い
ま


し
た
｡
夕
方
に
な
る
と
､
そ
の
こ
ろ
放
送
が
始
ま
っ
た
テ
レ
ビ

t
j
L

を
見
る
た
め
､
お
金
持
ち
の
家
へ
駆
け
つ
け
ま
し
た
｡
そ
の
時

分
iLId
い
つ
も
仲
間
と
遊
び
万
を
考
え
た
り
工
夫
し
た
り
し
て
遊
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ん
で
い
ま
し
た
｡
そ
の
時
の
『
い
つ
も
仲
間
と
い
っ
し
ょ
』

い
う
の
が
､
そ
の
後
の
私
の
生
き
方
を
決
め
た
よ
う
に
思
い
ま

す
｡

暮
ら
し
の
リ
ズ
ム
を
引
き
継
ぐ

飼
っ
て
い
ま
し
た
｡毎
日
の
暮
ら
し
を
こ
な
し
て
い
か
な
く

て

I

IJ

と

私
の
家
の
仕
事
の
半
分
は
農
業
､
半
分
は
畳
屋
で
､
午

も

は
な
ら
な
い

は
当
然
だ
っ

時
代
で
し
た
か
ら
､子
が
家
の
仕
事
を
手
伝
う
の

た
の
で
､ま
さ
か
自
分
が
畳
屋
に
な
る
と
は
思
い 

せ
ず
､父
親
の
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
ま
し
た
｡
そ
の
う
ち
『畳

で
需
要
は
随
分
あ
り
ま
す 

マ
ン
シ
ョ
ン
で
あ 

O

屋
に
な
る
』
と
い
う
よ
り
も
､
父
親
の
暮
ら
し
の
リ
ズ
ム
を
引

き
継
ぐ
よ
う
な
感
じ
で
『
畳
屋
を
継
ご
う
か
-

に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
｡

当
時
､
私
の
家
は
田
ん
ぼ
を
や
っ
て
い
た
し
､ 』

と
思
う
よ
う

私 

戸
建
て
で
あ
ろ
う
が
昌
が
あ
る
の
は
､畳
に
寝
転
が
る
と
リ

ラ
ッ
ク
ス
す
る
か
ら
で
す
｡農
産
物
で
あ
る
畳
が
心
に
安
ら

ぎ
を
与
え
る
か
ら
で
し
ょ
う
｡

畳
は
稲
わ
ら
､

品
で
､
平
安
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
以
前
か
ら
使
わ
れ
､

い
草
､
麻
と
い
っ
た
農
産
物
に
よ
る
加
工

tLj看
年
団

に
入
っ
て
地
元
に
伝
わ
る
花
踊
り
を
教
え
て
t
jら
う
な
ど
､

L

村

や
地
域
と
の
結
び
つ
き
t
jL強
く
､会
社
や 

に
改
良
を
重
ね
て
で
き
た
も
の
で
す
か
ら
､

る
こ
と
の
な
い
､変
わ

っ
て
は
い
け
な
い
完
成
品
で
す 

先
祖
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
ト

畳
に
は
い
草
を
使
い
ま
す
｡
一
本
ご
と
に
太
さ

も

う
の
で
､
そ
れ
を
織
れ
ば
波
打
つ
な
ど
リ
ズ
ム
が

生

す
｡墨
を
美
し
く
感
じ
る
の
は
素
材
が
優
れ
て
い
る
証
拠
で

す
｡
残
し
た
い
と
思
う
の
は
､

tuD庁
に
勤
め
る
よ
り

面
白
い
か
も
し
れ
な
い
な
ど
と
思
っ
て
い
ま
し
た
｡

畳
屋
の
仕
事
は
墨
の
引
取
り
や
納
品
か
ら
始
ま
り
ま
す
｡当

時
は
川
の
堤
防
や
鉄
道
の
堤
の
坂
が
き
っ
く
て
､荷
物
を
載
せ

た
大
八
車
を
押
す
の
に
苦
労
し
ま
し
た
｡墨
を
作
り
始
め
た
の

は
20
歳
過
ぎ
で
す
｡職
人
に
な
る
と
毎
日
仕
事
が
く
る
の
で
､

な
す
の
に
必
死
で
し
た
｡
し
か
し
仕
事
を
教
え
て
く
れ
る
人
は

な
く
､
一
人
で
練
習
し
て
覚
え
て
い
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん 

こ
O
た

何
千
年
吉
の
歴
史
を
も
つ
本 

I 

を

こ

作
る
人

吉本

が
､

ろ
う
が
､
1

l

改
良

こ
れ
以
上
変
わ

O
色

も
違

ま

れ
ま

2 
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中村明雄さんインタビュー

え
る
幸
せ
を
感
じ
て
い
ま
す
｡
｢滋
賀
県
に
も
草
津
に
も
よ
い

と
こ
ろ
が
あ
る
｣
と
ll"0え
る
人
に
な
り
た
い
し
､
そ
れ
k
)味
わ

え
る
き
っ
か
け
に
な
る
tLjの
を
作
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
｡

た
.
い
ま
の
暮
ら
し
の
な
か
で
活
き
て
い
る
も
の
の
ひ
と
つ
に

畳
が
あ
り
ま
す
｡
で
も
昌
に
限
ら
ず
､
こ
の
よ
う
な
存
在
を

日
々
の
暮
ら
し
に
増
や
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
｡
(中
井
徹
)

の
花
踊
り
や
畳
文
化
に
も
息
づ
い
て
い
て
､私
は
そ
れ
を
味
わ

物
だ
か
ら
こ
そ
｡私
が
小
学
校
の
児
童
の
前
で
畳
作
り
を
見
せ

て
い
る
の
は
先
祖
か
ら
の
責
重
な
プ
レ
ゼ
ン
ト
だ
と
い
う
こ
と

を
知
っ
て
ほ
し
い
か
ら
で
す
｡

伝
承
と
い
う
形
で
､今
の
仕
事
や
技
が
未
来
に
続
い
て
い
く

こ
と
は
大
切
で
す
｡私
た
ち
の
暮
ら
し
の
中
に
は
た
く
さ
ん
の

す
ぼ
ら
し
い
伝
承
が
あ
り
ま
す
｡
そ
れ
は
先
人
た
ち

伝
え
た
い
と
残
し
て
く
れ
た
か
ら
｡
こ
の
思
い
は
現
在
の
渋
川

人
は
古
く
か
ら
自
然
の
素
材
を
使
っ
て
暮
ら
し
て
き
ま
し

が
後
世
に

･
 

欝わ 才･*･-,つ り･･･ 署時 人が''語る rウウ ミ｣ の世界

取材前､サービス精神に満ち溢れた (笑)畳職人､中村さんはなんと取材場所のまちづく

りセンターに畳と大切な道具を持ってきてくれ､実演をしてくれました｡職人さんが使い慣

れた道具で､手際よく作業をしていく ｢技｣の世界はやっぱり美しい｡しかもカッコイイ !

作業をしなから中村さんが教えてくれたタタミのこと､畳職人のこと､少しだITおすそわけ

ですo今日は思わず畳でホツコリしたくなるのでは ?

畳は｢表･床･ヘリ｣でエコ ! JA Sと J lS

畳を構成するのは ｢畳表｣｢畳床｣｢昌ヘリ｣で 本文で吉でてきましたが､畳はす

できてます｡い草はこの昌表に使われます｡墨職 べて､い草､稲わらといった農産物

人さんがこの 3つを針と糸で組み合わせることか でできています｡だからそれぞれの

ら ｢畳職人は針仕事｣と言われるそうです｡ダメ 部位は農林水産規格である JA S

になった部分だけを裏返したり､耳更リかえたりで マ-クがつけられます｡これに土台 

きる量はエコでもあります｡ちなみに畳職人とい (畳床)がつき､製品となれば､工業

えば､畳を肘で押えて針と糸で縫っている姿を連 規格の J ISにかわリます｡kiんだ

想する人毛Oこれは畳にヘリをつけている作業O かおもしろい｡

;'毒
:I.

道具と芋づくり ! i 

jA
畳職人にとって､材質とともに大切なのが道具｡用途に応じ

たいくつ吉のハリや糸､畳をワルツとまわすための台まで･･･畳

を切るための包丁などlま､なんども研いで使うので､いつの問

にかちつちゃくちっちゃく怠るそうです.実物至見せて宅らい

ましたが､｢ほんとにこんなに小さくなったの ?｣と思わす､驚

かす､にはいられません.長年使うことで道具が手になじむとと

もに､職人の手ができるそうです.職人にはこの手作りが大切

:7
I..)I 

1
....

"

なんだと教えてくれました. イラスト 中井徹 
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ホタルは暮らしのバロメーター

ヽl′

ホタIL 人
 
重津ごホタILも:AL菟会 代表 鈴木直弘とhJ

な
る
｡
そ
の
結
果
､
自
然
が
残
れ
ば
う
れ
し
い
｡ 

)/


I

(古
 ○ヾメータ一
o)暮らし0
 

セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
も
の
に
憧
れ
る 

-
環
境
活
動
は
楽
し
く
な
い
と
ダ
メ
｡
豊
か
で
便

利
な
生
活
を
辛
抱
す
る
こ
と
に
な
る
け
ど
､
そ
の
辛

抱
の
向
こ
う
に
は
楽
し
い
こ
と
が
待
っ
て
い
る
ん
で

す
｡
ホ
タ
ル
の
光
を
楽
し
ん
だ
リ
､
川
遊
び
だ
っ
た

リ
-
こ
の
楽
し
さ
が
な
け
れ
ば
多
く
の
人
に
は
伝
わ

ら
な
い
と
思
い
ま
す
｡
楽
し
み
な
が
ら
環
境
が
よ
く

｢草
津
で
ホ
タ
ル
を
楽
し
む
会
｣
代
表
の
鈴
木
さ

ん
は
現
在
64
歳
､
ホ
タ
ル
の
飛
び
交
う
初
夏
に
は
毎

日
の
よ
う
に
ホ
タ
ル
の
光
を
求
め
て
仲
間
と
と
も
に

川
や
EB
ん
ば
に
出
か
け
ま
す
｡

こ
の
と
き
ば
か
り

は
好
き
か15ビ
ー
ル
も
我
慢
で
す
｡
生
ま
れ
も
育
ち
も

東
京
の
鈴
木
さ
ん
､
今
で
は
滋
賀
で
の
生
活
の
ほ

う

が
ulE;く
な
り
､

滋
賀
で
骨
を
埋
め
る
つ
tLj
リ
で

｢

す
｡ 

(笑
)
｣

と
話
さ
れ
ま
す
｡

地
域
で
の
居
場
所
を
感
じ
た
も
の
で
す
｡

ま
た
仕
事
で
ア
ワ
セ
ウ
し
て
い
た
こ
ろ
に
は
見
え 

nL15か
っ
た
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
自
然
､
そ
っ
と
咲
い

て
い
る
草
花
に
も
気
づ
き
ま
し
た
｡
仕
事
を
し
て
い

た
こ
ろ
は
余
裕
が
n･15く
て
気
づ
か
な
か
っ
た
魅
力
で

す
｡ち

ょ
う
ど
そ
ん
な
こ
ろ
､
孫
が
生
ま
れ
ま
し
た
｡

子
育
て
は
妻
に
任
せ
っ
ぱ
L･d
L
だ
っ
た
僕
も
､
孫
に

は
自
分
の
何
か
を
伝
え
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
｡
そ 

lJ
に
子
ど
も
の
こ
ろ
の
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
nL15思
い
出

も
手
伝
っ
て
､
ホ
タ
ル
を
求
め
て
地
域
の
川
を
め
ぐ

量
伐
の
探
訪
が
始
ま
り
ま
し
た
｡
そ
し
て
地
元
の
川

で 
-
匹
の
ホ
タ
ル
の
光
k
)見
つ
け
た
ん
で
す
｡
う
れ

し
か
っ
た
｡
こ
の
感
動
が

『草
津
で
ホ
タ
ル
を
楽
し

む
会
』
を
は
じ
め
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
し
た
｡
ま

わ
り
に
環
境
を
考
え
る
仲
間
が
い
て
く
れ
た

の
吉
幸

せ
で
し
た
ね
｡ 

現
在
の
活
動
k
)始
め
る
根
底
は
子
ど
も
の
こ
ろ
の
記

憶
が
あ
り
ま
す
｡

小
日
原
に
母
の
実
家
が
あ
り
ま
し

ん
だ
リ
し
て
楽
し
か
っ
た
L･b

山
が
あ
っ
て
川
が
あ
っ
た
｡
川
の
洗
い
場
で
は
ス
イ
カ

の
と
き
に
つ
く
っ
た
ナ
ス
や
キ
ュ

ん
ホ
タ
ル
も

メ
ー
ジ
で
す
｡
ど
う
も
僕
は
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
も
の

に
憧
れ
る
ん
で
す
ね
｡
｣

も
知
ら
な
か
っ
た
｡
僕
の
地
域
デ
ビ
ユ 

は
退
職
す
る

I

｢

た
｡
子
ど
も
の
こ
ろ
､
夏
に
帰
る
と
､

い
と
こ
と
遊

あ
｡
富
士
山
が
見
え
て
､

を
冷
や
し
て
食
べ
た
り
し
た
｡

お
く
ど
さ
ん

･
お
盆

田
舎
に
憧
れ
て
い
た
僕
の
夏
の
イ

･･･｡

自
分
の
何
か
を
伝
え
た
い

仕
事
を
し
て
い
る
こ
ろ
は
自
分
の
地
域
の
こ
と
を
何

員
を
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
す
｡

ウ
リ
の
馬

･
も
ち
ろ

こ
ろ
に
地
域
の
役

そ
れ
か
ら

一『
み
ど
り
会
』

と
い
う
地
域
の
道
路
保
全

活
動
に
誘
っ
て
い
た
だ
い
た
｡
仕
事
の
こ
ろ
の
肩
書
き

E

も
な
い
世
界
で
住
民
同
士
､ 

緒
に
汗
を
か
き
な
が
ら

4 



もい
｡

な
ぁ
｡

ホ
タ
ル
は
暮
ら
し
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー

ホ
タ
ル
を
楽
し
む
会
の
活
動
は
社
会
貢
献
な
ん
て
大
層
nL15

も
の
で
な
く
､
仲
間
が
で
き
て
み
ん
な
で
楽
し
め
る
'
ま
っ

た
く
の
お
じ
さ
ん
の
遊
び
で
す
｡
ホ
タ
ル
を
保
護
し
た
り
遠

ざ
け
た
り
す
る
の
で
な
く
寄
り
添
っ
て
欲
し
い
か
ら
､
名
前

『ホ
タ
ル
を
楽
し
む
会
』

に
し
ま
し
た
｡

お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
お
孫
さ
ん
が

一
緒
に

初
夏
の
夜
に
ホ
タ
ル
を
楽
し
む
姿
が
い
い
で
す
よ
ね
｡
ホ
タ

ル
は
か
弱
い
虫
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
け
れ
ど
そ
ん
な
こ
と
は

o

あ
り
ま
せ
ん 

環
境
に 
-
生
懸
命
順
応
し
て
い
こ
う
と
す
る

強
い
も
の
だ
し
､
人
の
生
活
の
す
ぐ
近
く
に
い
ま
す
｡

人
里
近
く
で
､
人
の
生
活
に
寄
り
添
う
こ
と
で
種
を
保
存

し
て
き
ま
し
た
｡
だ
か
ら
ホ
タ
ル
は
環
境
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー

じ
ゃ
な
く
て
､
私
た
ち
人
間
の
暮
ら
し
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
だ

と
思
う
.

○


こ
れ
か
ら
の
草
津
に
つ
い
て

草
津
が

『
ひ
と
の
個
性
､

ま
ち
の
個
性
』

が
な
く
怠
っ

て
い
く
の
は
つ
ま
ん
な
い
よ
ね
｡
昔
な
が
ら
の
生
活
文
化
を

楽
し
め
た
り
'
自
然
と
触
れ
あ
え
た
り
と
い
っ
た
こ
と
が
､

い
つ
ま
で
吉
で
き
る
ま
ち
で
い
て
欲
し
い
aL
あ
｡
吉
ち
ろ
ん

15

初
夏
に
は
ホ
タ
ル
を
楽
し
め
る
ま
ち
に
な
っ
て
吉 

い
た
い 

fil

(笑
)
0

ホ
タ
ル
を
楽
し
む
会
は
現
在
'
駒
井
沢
町
に
あ
る
湧
水
池

の
浅
池
で
､
地
元
地
域
の
皆
さ
ん
と
ホ
タ
ル
が
飛
び
交
う
た

め
の
池
づ
く
り
に
汗
を
か
い
て
い
ま
す
｡
今
日
吉

｢遊
び
｣

に
集
ま
っ
た
お
じ
さ
ん
た
ち
の
笑
い
声
が
聞
こ
え
ま
す
｡ 

(茶
木
修

こ

･･･?

ぜ
ひ
み
ん
な
で
ホ
タ
ル
を
見
に
行
っ
て
く
だ
さ

き

っ
と
ホ
タ
ル
も
喜
ん
で
く
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

写真 大保紘史 イラスト 大村恵 

この木･なんの木曾


郵侍のホ

草津市の花はアオバナ､市の木はキンモクセイを指定して

います｡ では､ 郵便のシンボルとなる木は

答は常緑樹のタラヨウ.葉っぱの裏に字を書くことができ

る植物で､ 渋川の草津郵便局にあります｡ 葉の長さは大き

いもので20cmくらいあります｡

通信手段として普及しているケータイやインターネットがTi

い時代､用件を伝えるひとつの方法 ｢葉書き｣ もこれで納

得!? 切手を貼れば本当にハガ芋として使えます｡ 

鈴木道弘さんインタビュー
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キーワー ドは 3 

昨年､食を通 して心と体の健康づくりのお手伝いをしたいと､山元さんた
†


ち草津 ･栗東 ･守山 ･野洲在住の栄養士 ･管理栄養士15人が集まりました｡

グループの名前は "とらいあん ぐる"｡

亨
栄養と運動と休養､主食と主菜と副菜､必要栄養源の目安となる赤 ･黄 ･

公民館や学校などを会場にさまざまな年代､グループ､目的に合わせた食

育講座や料理教室､栄養相談などの事業に携わっています｡

緑色の食物など､さまざまな三角形 (トライアングル)をイメージにその昔の

心地よさと広が りを期待 してのネー ミングです｡

山
一
OR
t手
と
 

上
に

｢選
ぶ
力
｣
を
持
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
｡

幼
い
こ
ろ
か
ら
家
庭
で
培
わ
れ

た
食
生
活
習
慣
は
体
に
良
い
バ
ラ
ン
ス
の
取

れ
た

｢余
事
を
選
ぶ
と
い
う
力
｣
を
身
に

付
け
る
こ
と
に
大
き
く
影
響
し
ま
す
｡

ま

た
､
史
昌
年
に
み
ら
れ
る
話
題
の
メ
タ
ポ
リ
ッ
ク
症
候
群
な
ど
の
不
規
則
貴

会
生
活
の
改
善
や
栄
養
f[nD理
な
ど
特
定
保
健
指
導
が
義
務
付
け
ら
れ
､
メ
ン

バ
ー
の
何
人
か
も
管
理
栄
養
士
と
し
て
こ
の
指
導
に
も
関
わ
っ
て
い
こ
う
と

し
て
い
ま
す
｡

ン
な
ど
栄
養
の
話
を
す
る
け
れ


rrr

出
会
い
と
別
れ


.
』
専
門
的
な
立
場
か
ら
し
か
物
事
が
見
え
な
く
な
っ

以
前
か
ら
続
け
て
い
る
中
高
齢
者
の
料
理
教
室
は
､
や
が
て
10
年
近
く
に

な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
｡

先
日
､

初
め
て
､

生
徒
さ
ん
と
の
悲
し
い
お

別
れ
が
あ
り
ま
し
た
｡
奥
様
を
∪
く
さ
れ
て
一
人
暮
ら
し
を
さ
れ
て
い
た
男

人
ひ

性
は
､
こ
の
教
室
の
ス
タ
ー
ト
の
こ
ろ
か
ら
欠
席
す
る
こ
と
貴
く
参
加
さ
れ

l

e

h

亡
Jr
い
)6
h
ぐ
る
代
表

-

ド
店
長 

赤
ち
P･ん
の
離
乳
食
に
悩
む
若
い
お
母
さ
ん
｡

｢う
ち
の
子
ど
も
に
好
き
嫌
い
は
あ
り
ま
せ
ん
｣
と
い
う
保
護
者
の

話
の
裏
に
は
好
き
な
も
の
し
か
作
っ
て
い
な
い
事
実
が
あ
っ
た
り
｡

食
事
に
と
て
も
気
を

使
う
高
齢
者

も
畠
を
楽
し
む
こ
と
や
､ 

人
暮

ら
し
に
な
っ
た
と
き
の
こ
と
な
ど

､
ど
の
年
代
も
畠
に
関
す
る
課
題

を
抱
え
て
い
ま
す
｡
健
康
へ
の
関
心
と
と
も
に

栄
養
士
へ
の
期
待
も

高
く
沿
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
｡

忘
れ
ら
れ
な
い
言
葉

｢仲
間
と
活
動
を
続
け
る
中
､
お
世
話
に
な
っ
た
恩
師
か
ら
い
た

だ
い
た
言
葉
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
｡

l

h
ぐ
る

小
学
校
で
は
､

若
い
人
に
ij_
､

余
事
を
つ
く
る
こ
と
以

『栄
養
士
は
た
ん
ぱ
く
質
や
ピ
タ 

ど
､
毎
日
､
口
に
し
て
い
る
の
は
肉
や
野
菜
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て

は
い
け
な
い 

て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
｡
｣
と
山
元
さ
ん
｡

｢本
に
書
い
て
あ
る
知
識
だ
け
を
伝
え
る
の
で
は
な
く
､ 

と
り
の
思
い
に
寄
り
添
い
た
い
｡

か
っ
た
か
ら
､
生
ま
れ
貴
が
ら
の
体
質

や
生
活
習
慣
か
ら
く
る
症
状

を
抱
え
て
い
る
人
に
は
そ
の
こ
と
を
QZD

『良
か
っ
た
で
す
ね
､
全
が
お
元
気
で
.

何
が
で
き
る
で
し
ょ
う 

私
も
幼
い
こ
ろ
は
丈
夫
で
は
な

/1に
考
え
て
も
ら
い
た
く
な
い
｡

こ
れ
か
ら
健
康
の
た
め
に

cT･』
と
話
し
て
あ
げ
た
い
｡
｣
お
話
は
続
き

ま
し
た
｡

て
い
ま
し
た
｡

最
初
は
ご
自
身
の
た
め
で
し
た
が
､
週
末
ご
と
に
訪
ね
て
き
て
く
れ
る
娘

さ
ん
ご
夫
妻
と
お
孫
さ
ん
た
ち
に
手
作
り
の
料
理
を
用
意
す
る
た
め
に
､
熱

心
に
通
わ
れ
､
た
く
さ
ん
の
レ
シ
ピ
を
宝
物
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
｡
こ
の

方
と
の
出
会
い
の
中
で
会
の
持
つ
も
う 

つ
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
実
感
し

ま
し
た
｡ 

l

6 



Ⅵ

とらいあんぐる 山元陽子さん

｢誰
か
の
た
め
に
料
理
を
学
ぶ
｡
｣

｢食
べ
て
も
ら
う

人
が
い
る
｡
｣

と
い
う
こ
と
は
栄
養
摂
取
や
味
覚
の
満
足

感
だ
け
で
は
な
い
J

『大
き
な
心
の
栄
養

･
い
き
が
い
』

に
な
る
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
｡

毎
週
末
通
わ

れ
て
い
た
娘
さ
ん
家
族
と
の
つ
な
が
り
に
感
動
し
､

さ
び

し
さ
の
L.6か
､ 
lJ
の
仕
事
を
続
け
る
意
味
と
幸
せ
を
再
認

識
さ
れ
た
そ
う
で
す
｡

これから…

私
た
ち
の
住
む
町
は
ー

宿
場
町
と
い
う
だ
け
で
な
く
､

か
つ
て
､

戦
国
時
代
の
誰
宅
が
知
る
歴
史
の
真
ん
中
に
も

あ
り
ま
し
た
｡

山
元
さ
ん
は
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
ず

っ
と

草
津
に
住
ん
で
い
ま
す
｡

そ
う
い
っ
た
驚
く
よ
う
な
史
実
に
限
ら
ず
､

言
葉
や
郷

土
食

･
行
事
会
な
ど
地
域
に
伝
わ
る
も
の
を 
(ln
聞
い
て
残
し

ー
~｣
~ 
~~~｢...｣ 

~
ー. 
~~ 

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
る
そ
う
で
す 
.

に
､
ご
自
身
の
お
ば
あ
さ
ん
と
の
思こーつじ
る

や
尼
講
中
の
時
に
出
さ
れ
た 
"
お
講
汁 

"

持
ち
で
す
｡

今
は
ま
だ
､
個
々
の
家
庭
で
は
伝
わ

か
ら
は
地
域
で
意
識
し
て
残
し
て
い
か
な
け
れ
ば
自
然
に
は

残
っ
て
い
か
な
い
で
し
ょ
う
｡

何
か
の
緑
に
導
か
れ
る
よ
う
に
栄
養
士
と

い
'
会
ま
た
そ
の
体
験
や
知
識
を
活
か
す
仲
間
や
機
会
が
あ
る

こ
と
を
大
切
に
､
山
元
さ
ん
の
〝
と
ら

白
の
活
動
が

特

い
出
に
つ
な
が
る
報
恩
講

に
つ
い
て
関
心
を
お

っ
て
い
る
も
の
も
こ
れ

い
う
仕
事
に
出
会

い
あ
ん
ぐ
る 
"
の
2
年

ス
タ
ー
ト
し
て
い
ま
す
｡ 

(安
滞
早
苗 
) 

｢油

ど汁講んなお?てのっ

出味講汁""ど山さ思あおんん元なるののでていっ

葉実合津作草あれま町?はもちちらららてののこでで

講汁教え方おまたににらしててのついい.

す
｡
も

私の住む葉町では報恩講､ 永代経といったお寺

詣りの時にお講汁を作ります｡

お寺詣りの前日に､ 当番となっている女性やお寺

の奥さんがお米なら5升は炊ける ｢とんなべ｣ とい

う大きなお鍋で煮込みます｡

この地域では具として ｢かぶら｣ ｢こいも｣
あげ｣ が入りますO 味付けはこんぶだし､ お味噌

と砂糖､ あとは野菜の旨みだけですね｡ これをいっ

たん冷まし､ お寺詣りの当日にもう一度温めて､ み

んなで食べます｡

もっぱら寒い時期の料理ですが､ 多量で時間をか

けて煮るせいか､ 砂糖の甘さがあるせいか､ 家の味

噌汁とはまた違い､ とてもおいしいです｡ 特にお年

寄りには大変人気があるので､ 老人クラブなどでも

作ったりします. お味噌汁として自宅で作れる家庭

もあります｡

｢お講汁｣いかがでしたか?もちろん調理法や風習などは

地域によって若干､違ったリしますが､何となくお講汁の

こと､分かっていただけましたか?ちなみに山元さんの子ど

ものころに食べていたお講汁には､カポチT7なんかも入って

いたそうです.地土卦こ伝わる風習や風土から生まれる地域の

味､いつまでも残ってほしい宝物です｡
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●
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俳句散歩 ｢夏｣ 

｣｢
夏散歩
俳句


か
-
ぎ
ぬ

狩
衣

の

袖

の
う
ら
逢
う

ほ
た
る
哉巣

材

< 

S
M'.::i,


作
者
の
蕪
村
は
1
7
1
6
年
に
今
の

て
い
た
数
多
く
の
ホ
タ
ル
を
放
っ
て
.
美
し

大
阪
市
で
生
ま
れ
た
.
か
の
有
名
な
俳

く
成
長
し
た
玉
豊
を
兵
部
卿
宮
に
見
せ
た
と

人
で
説
明
は
省
き
ま
し
ょ
う
｡

さ
て
.
こ
の
旬
は
.
千
年
も
昔
の
平

安
時
代
に
紫
式
部
が
書
い
た
.
源
氏
物

出
し
艶
か
し
い
情
景
を
作

語
を
題
材
に
し
て
.
無
村
か
詠
ん
だ
も

の
で
す
｡

光
源
氏
は
. 
1
時
愛
人
で
あ
っ
た
夕

顔
の
娘

｢
王
室 

(た
ま
か
す
ら
)
｣
を

夕
顔
の
死
後
I
養
女
と
し
て
引
き
取
り

ま
す
｡

い
う
の
で
す
｡

柔
ら
か
い
ホ
タ
ル
の
光
が
.
妖
麗
な
美
女

芭

蕉

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● く三二 ≡=● = ⊃

の
横
顔
を
照 
ln

L


り
出
し
fh5す
が
.
ホ
タ
ル
は
ゆ
っ
く
り
と
飛

び
去
り
美
女
の
顔
も
.
ま
た
暗
闇
に
埋
も
れ

て
行
き
ま
す
｡

ち
な
み
に
玉
豊
は
源
氏
物
語
の
中
で
最
も

美
し
い
女
性
で
あ

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
｡

あ
る
時
.
源
氏
は
狩
衣
の
袖
に
隠
し

革
の
葉
を

お
ち
る
よ
-

飛
ぶ
蛍
か
な

I

蕪
村
に
比
べ
て
芭
蕉
は
枯
れ
て
い
て 

で
来
ま
す
｡

淡
々
と
ホ
タ
ル
の
習
性
を
観
察
し
て
い
ま

D

す
｡

筆
の
問
に
見
つ
け
た
ホ
タ
ル
を
享

に
取
ろ
う
と
手
を
出
す
と
.
は
ら
り
と
落

す
か
[
.
我
々
が

ち
た
か
と
思
い
き
や
.̀
ゆ
ら
ゆ
ら
と
飛
び

去
っ
て
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡

た
っ

た
十
七
文
字
の
中
に
ホ
タ
ル
が
飛
ぶ
草
む

ら
の
様
子
ー
ほ
の
か
な
ホ
タ
ル
の
光
ー
ま

た
そ
れ
を
見
る
人
の
心
の
動
き
が
浮
か
ん

ホ
タ
ル
は
成
虫
に
な
る
と
.
た
っ
た
十
日

前
後
で
子
孫
を
残
し
死
ん
で
い
き
ま
す
｡
で

｢
は
か
な
い
｣

と
か
.

｢
き
れ
い
｣
と
か
感
じ
て
い
て
も
彼
ら
は
命

:
:
●●
●.
･
●
｡ 

:

li●非, 皆さんもいちど草津の/タルを観
● 
●察lこ出かけてみて下さい｡

: さて皆さんrま,蕉村派ですか.それ 

を
賭
け
て
子
孫
を
残
す
努
力
を
精

一
杯
し
て

い
る
ん
で
す
ね
｡
人
間
は
彼
ら
が
安
心
し
て

飛
べ
る
環
境
を
守
っ
て
や
ら
な
く
て
ほ
な
ら

な
い
で
す
ね
｡ 

夏を彩る,はかなくも,また懐かしい

ホタルを詠んだ俳句を見てみましょう｡ 

(解説 橋詰辰夫)

● 
ところで,草津でもJT9ルを見るこ .

:とができます｡ この夏号が出る頃lこra 

:もう成虫のJTtタルlま卵を産んで天国に 

:行っていますが,来年の梅雨矧こその 
●子どもたちか飛び交います｡ 来年は是● 

:とも芭蕉派ですか ? : 

イラスト 大村恵 
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動植物から学んで素敵なヒトになろう !

㊥魔海戦や轄㊥礎潜等転>轄

動植物から学んで

素敵なヒトにTiうう .I

第 1
3@


梅雨0) 3と患う晴れ闇に11


文.絵 矢原功

水を十分に吸い込み､適度に夏日が射すこの季節は植物も元気である｡

半夏生 (ハンゲショウ)は雑節の 1つで夏至か

ら 11日目｡ 今年は 7月 1日であった｡

水辺では､わが時とばかりにハンゲショウの葉

が白く沿って涼しげに自立つが､花は地味｡ ドゥ

ダミの白い花びらに見える部分は葉が変化した芭 

(7Rウ)であり､実際の花は黄色い穂の部分であ

る｡どちらtドゥダミ科であり､イ以た トリックが

面白い｡こq)時期､山合いの川や谷に沿って見か

けるマタタども花の時期に合わせて葉が白く沿って

いる植物である.

畑では､ トウモロコシが茂り､ =L i7がどんど

ん伸び､キュウリがたくさん実をつけている｡

動けない植物が強い子孫を残すために色々なワザ

を駆使しているのt興味深い｡

植物の雌雄は動物ほどには関心がないかもしれな

いが､キーウイやイチョウをはじめ､アオキ､マ

キ7: (aど､木ごとに雄と雌があるもの 雌雄異株)

が結構あるOウリ科の植物では同一個体の中で雄

花と雌花を咲かせる (もちろん､雌花しか実をつ

けj:iい)O-つの花にオシべとメシべき持ってい

る植物でも､他花受粉の方が実なりのいい植物が

多い｡

トウモロコシは成長してくると頂きに穂が出てく

るが､これは雄花の集団である｡雌花はあの食べ

る実の部分にあり､あの長い毛は本来のメシベで

あるから受粉状態がよ11れば毛の数だけ実があるわ

けである｡

この トウモロコシ､7まかなかのウザ師であり､

雄花は雌花より数日早く咲くので､他の株の雌花

が受粉し､自分の株の雌花は別の株の雄花から受

粉するという浮気性｡群植する方がぎっしりと実

がつまるのにはこうしたわけがある｡

これらは動け7;aい植物が近親交配を避け､長年

優秀な子孫を残してきた仕組みと考えられる｡

大きく甘い果実のなる果樹､大きく美しい花を

咲かせる花井類､ヒトは努力を重ねて自然界に沿

I
ヽ 

いtのを作出してきた｡品種改良の結果､子孫を残

す能力がないものも多くなり､卵を産み続ける白色レ

グ7Ti-ン13抱卵して雛を晒すことさえ知らない｡この

ようなものはヒトガ存在しなければ現われ7芸かっただ

ろうし､すぐに地球上から姿を消すことだろう｡

今E]の人矧 ま何をやっているのだろう仇

賞味期限切れや会へ残し再利用問題､ 牛肉やウナ

ギの産地偽装｡ 秋葉原の無差別殺傷事件の模倣犯は 

300件を超えたと聞く｡ バカ怠サイ ト系は､ 現実と

空想の境目を見失った集団の利用か｡

ヒトが他の動物より優れているのは､ 考える能力

と言葉と言うコミュニケーション手段の豊富さである

と思う｡強きも弱きも生きられることもある意味では

大きい特徴と考えられる｡

今日､ 優劣朝 原位を非とする教育背景があるが､

動物社会では子ども同士が群れ遊ぶ中で付き合い方や

強弱を知り､ これ以上は危険ということを学び､

色々な尺度や自分の位置づけを知る｡

生きるだけなら､ さほどの努力もいらず､ ときに

は格差という言葉に甘んじ､自分の考えだけを伝えら

れるオモチ17の溢れる今､ 平和である反面､ 携帯

メールに夢中で下を向いて横断歩道を渡る危険を知ら

ない世代を見ることが珍しくない｡

ヒトとしての適切な思考とjミユニケ-シヨンとい

う特性を大切に考えたいものである. 

9 



10 

ゆっくり草津 街道物語 ｢篤姫と草津宿｣

第 a回

ヽ 一篤姫と草津宿 ∴LILー.,

大河 ドラマ ｢篤姫｣ が好評です｡ 薩摩藩分

家の姫君が将軍御台所となり､大奥の責任者と 副 二 ■

して幕末の徳川家を支える ･ ｡ 天真欄

湧なヒロインの今後の成長が注目されますO

篤
姫
が
13
代
将
軍
家
定
に
嫁
ぐ
べ
く
薩
摩
を

発
っ
た
の
は
､

ペ
リ
ー
来
航 

(轟
永
6
年
6

月
)

の
2
カ
月
半
後
の
8
月
2

1

1
日
｡ 

0
月
2

日
近
衛
家
に
参
殿
､
6
日
伏
見
出
立
'
江
戸
到

着
は
1

9
日
で
し
た
｡
伏
見
〜
草
津
は

一

0
月
2

の
距
離
､
あ
る
い
は
国
史
跡
草
津
宿
本
陣 

(七 日

左
衛
門
本
陣
)
の
大
福
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る

の
で
は
-
と
調
べ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
､
嘉

永
6
年 

(1
8
5
3
)

の
大
福
帳
に 

1

伏
見
立

0
月
6
日

薩
州
御
姫
君
様

御
泊

九
蔵

と
記
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
｡

篤
姫 

(19
歳
)

は
草
津
宿
に
泊
ま
っ
て
い
た
の
で
す
｡

九
蔵
と
は
､
江
戸
時
代
2
軒
あ
っ
た
本
陣
の 

-
軒
､
田
中
九
蔵
本
陣
｡
間
口
は
現
在
の
脇
本

陣
の
隣
か
ら
｢京
八
｣さ
ん
ま
で
､
奥
行
き
は

一

筋
乗
の
通
り
ま
で
あ
り
ま
し
た
｡
七
左
衛
門
本

陣
の
大
福
帳
は
他
家
へ
の
宿
泊
や
通
行
も
記
録

さ
れ
て
い
て
責
重
点
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
｡

九
蔵
本
陣
は
､
後
に
皇
女
和
宮
の
夫
君
家
茂 

(上
洛
時
)や
､
か
つ
て
の
許
婚
有
栖
川
宮
臓
仁

親
王
(東
征
時
)も
利
用
し
て
い
ま
す
｡
明
治
3

年 

(1
8
7
0
)

の
本
陣
廃
止
後
､

こ
の
他

に
草
津
小
学
校
の
前
身
｢知
新
学
校
｣が
建
て
ら

れ
ま
し
た
｡

家
定
は
､

天
保
2
年 

(1
8
4
1
)
に
迎

L

え
た
正
室
鷹
司
家
の
有
姫
が
亡
く 
.6
つ
た
た
め
ノ

轟
永
2
年 

(1
8
4
9
)

一
条
家
の
寿
明
姫
を

正
室
に
迎
え
ま
す
が
僅
か
6
カ
月
余
り
後
に
亡
く

な
り
ま
す
｡

篤
姫
を
三
度
目
の
正
室
へ
の
話
は
､

虚
弱
訟

公
家
の
姫
君
よ
り
武
家
の
娘
を
と
の
期
待
と
養
父

斉
彬
の
幕
府
内
で
の
力
も
影
響
し
た
と
思
わ
れ
ま

す
｡
有
姫
､
寿
明
姫
は
と
も
に
七
左
衛
門
本
陣

に
泊
ま
っ
て
い
て
､

寿
明
姫
お
泊
り
に
際
し
て

は
本
陣
の
屋
敷
絵
図
や
苧
津
川
仮
橋
の
図
L･i
ど
も

残
り
､
準
備
の
大
変
さ
が
偲
ば
れ
ま
す
｡

篤
姫
の
婚
儀
は
､

ペ
リ
ー
の
再
来
､
安
政
地

震
､

御
所
火
災
な
ど
で
遅
れ
､ 
3
年
後
の
安
政 

3
年 

(1
8
5
6
)
に
行
わ
れ
ま
し
た
｡ 
1
年 

7
カ
月
後
家
定
死
去
｡

篤
姫
は
天
嘩
院
と
称
し

大
奥
の
責
任
者
と
な
っ
て
い
き
ま
す
｡

後
に
ー

代
家
茂
に
降
嫁
し
た
皇
女
和
宮
と
は
様
々
な
確
執

の
末
､

幕
府
崩
壊
に
際
し
二
人
し
て
徳
川
家
存

続
に
向
け
､

敵
と
な
る
実
家 

(薩
摩
藩
､

朝

廷
)

へ
働
き
か
け
る
の
で
し
た
｡

二
人
は
､
徳

川
家
存
続

･
江
戸
無
血
開
城
の
陰
の
功
労
者
と
さ

れ
て
い
ま
す
｡

本
陣
大
福
帳
に
は
皇
女
和
宮 

(静
寛
院
宮
)

も
文
久
元
年 

(1
8
6
1
)

の
降
嫁
､
明
治
2

(1
8
6
9
)

の
帰
一
､

明
治
7
年 

(

8

1

Ds

年
7
4
)

の
東
京
行
が
記
載
さ
れ
て
い
て
､

明

治
7
年
の
記
載
は 
1
8
0
冊
あ
る
大
福
帳
最
後
の 

1
ペ
ー
ジ
と
し
て
知
ら
れ
ま
す
｡
ま
た
/慶
応
4

年 

(1
8
6
8
)

徳
川
家
存
続
の
宮

の

手
紙
を

朝
廷
に
届
け
る
た
め
動
乱
の
東
海
道
を
上
下
し

た
土
御
門
藤
子
も
"
御
上
腸

お
婦
知
横
目
と

大
福
帳
に
4
度

記
載
さ
れ
て
い
る
の
が
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
｡

東
海
道
中
山
道
が
分
岐
合
流
す
る
草
津
宿
｡

雨
が
降
る
と
水
量
が
増
す
暴
れ
川
の
天
井
川
､

分
岐
を
示
す
道
標
､
本
陣
や
か
つ
て
の
面
影
を

残
す
民
家
な
ど
-
｡

草
津
を
通
過
し
た
歴
史
上
の
人
物
に
思
い
を

馳
せ
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
草
津
を
歩
い
て
み
ま

せ
ん
か
､
き
っ
と
何
か
が
見
え
て
き
ま
す
｡ 

(石
田
は
ま
子
)

･'､ ''.i I Hr 一丁･.J 弓つ …!'･r

イラスト 中井徹 
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ひとまちキラリまちづくり活動提案

平成 20年度 
A ;Ti 's

ひとまちキラリまちブくり活動遺棄
今年もたくさんの ｢キラリな提案｣ いただきました !

今年度､提案募集をしました ｢ひとまちキラリまちづくり活動提案｣ は､ 6月 30日に締め切らせて

いただきました｡たくさんのキラリと輝くまちづくり提案をいただき､ありがとうございます｡

今年度のキラリと輝く18の提案です｡ 活動名と 【団体名】 を紹介します｡ 
*掲載は ｢公開ヒアリング｣ での発表順 (予定) です｡

･輪☆太鼓ドン ! (和太鼓で輪を広げよう日) 【南笠飛瑚楽鼓隊】

･『34年日のニュータウン』 ･･･いつまでも ''活気ある､ 美しい町 ･エコタウソ'をめざす


【桜プロジェクト『われら活動隊』】


･食から広がる仲間づくり	 【とらいあんぐる】

･草津あおばなによる商品開発	 【滋賀県立湖南農業高等学校 食品化学科3年金品製造 2班】

･音楽で人の心を暖かく	 【音楽倶楽部 ｢フレソズ｣ 合唱班】

･まちづくりは人づくりの和(輪)からO利(捕)の鮮となる共通の話題づくり 【｢湖帆の郷｣を語る会】

･｢ふるさとをください｣上映活動を､みんLiが住みよいまちづくりにつなげよう NPO法人きらら】:	 【 

･旧軍津川で ｢地域の庭｣ づくり	 【ガーデンクリエイトコミュニティにわれ ･くさつ】

･音楽あふれ5街♪草津-子どもたちへの贈り物- 【W ITH】

･LEGOブロックで楽しくまちづくり	 【草津 05倶楽部】

･懐メロサロンへいらっしゃい.	 《誰もが遠慮せず､懐メロを大声で歌えば､身も/Dもスッキリ》


【とうもろうず】

･すべての人に読書の喜びを一 情報のノーマライゼーションを日指して- 【草津苗訳グループさざなみ】

･自然派を愛するママ達の出会いと交流の場	 【手仕事と自然派おやつの会 ルビナス】

･昔の思い出いっぱいの高齢者に自信と希望を 【かさぬいトマトの会】

･身近な野草で健康風呂を.1	 【山EB沿ごみの会】

･自然を見直しいきいき生活 ! 環境問題-6%に何かを始めよう ! 【天然自然社 SeISul】

･ 『一期一会』 【市民劇団 ｢シックス｣ &和太鼓サークル ｢風林火山｣ &生バンド ｢び-ず｣】

･幸作リコミュニティマップで自分の住む ｢まち｣ を知って､ 得して､ 楽しむ｡ 【Sの輪】 

く≡尊正 - bゆ<尊 -6
- 長- D 砂∝ -重ヵ◎川 ,


※ 上 記 の 皆 さん は 公 開 ヒア リン グ (7月 12日 (土 )草 津 市 立 ま ち づ く り

セ ン ター に て 開催 )で活 動 提 案 の 発 表 が あ り､審 査 会 を経 て 5団体 (上 限 )

の 採 択 が 決 ま りま す ｡ 

ll
 



苧寵 メM y ラ イ フ M y く さ つ 講 座 ～ くさつ的スローライフのススメ～

ゆったり､ のんびり､ じっくり､ 草津を感じ､ 草津に触れてみませんか｡ もしかしたらと

ても賀沢な時間になるかもしれませんo今年度 (全8回)の第 3弾､ 4弾の参加者を募集しま

す｡どちらかだけの参加もOKです !ふるってご参加ください｡

第3国境己ポラスに挑戦

涼をdg･ My風鈴:ぶ･ 

草津でガラスの風鈴づくりにチャレンジ｡

待ち時間には風矧こつける短冊もつくります｡ 

土) 1: :
7月27日 ( 000-1230
ガラス工房わかくさ 

(若草 5丁巨∃･若草郵便局となり)

参加費 1,0 (材料費込)50円 

第4回 ちJ;つと轍とエコを

秋を楽しむMyエコケyキング

草津の食材を使いながら､秋を楽しめるエコクッ

キングを楽しみます｡自分も地球も健康に ! 

日) 1: :
9月 7日 ( 000-1330
まらつくりセンター 調理室

参加費 500円+材料費 (未定)

どちらの講座も準備の都合上､ 必ず事前にお申し込みください｡

お申込み ･問合せは､ 当事業団 (565-0477) まで

編 集 後 記

▼中国四川省大地震､宮城岩手内陸地震と相い

次いで発生｡ いつかは起きる､ 南海一乗南海地震 

lこ備えなくてはと痛感しています｡ (橋詰)▼草

津には､ 琵琶湖､ 章津川､ 狼川､ 葉山川､ 三

つ池など水に親しめ､美しい風景がたくさんあり

ますOこの夏は大いに水Iこ親しみましょう｡ (大

煤) ▼今年も ｢草津で/Ttタルを楽しむ会｣ のみ

なさんのおかげでホタルをあることができましたO

当日は NHKの取材もあって大賑わいでしたo 

(中井)▼日本人lこはおむすびとあ漬物､そして

畳である｡その土地でとれた物で生活している｡

昔からムダのない生活 ･エコな生活をしてきたの

ですねO (中村)▼季節を五感で感じるって､/Tt

ント楽しいことですね｡自分の置かれた環境を楽

しむヒントか満載です (矢原)

｢何の花かT ?Ej-3?｣iJ Z

ビワの花です｡

花は11月ごろから咲き始めて正月過ぎまで咲い

ています｡さほど見栄えはしませんが良い香りが

あります｡ 一房 (花序と言う) に約 100個の花

が咲きます｡苔むかし中国から渡来したと言われ

ていますが､ 日本のあちこちで野生の樹が見つ

かっているようです｡

種が大きいのか ''玉にきず'ですが､ 最近種 

TiLビワが開発されたそうです｡

以前､種や葉をホワイトリカーに漬けたビワ酒

がブームになったことがありますが､咳止め効果

や活性酸素を抑える効果があるそうです｡

市民編集ボランティア募集 !

コ ミ ュ ニ テ ィ く さ つ 編 集 部 
(財 )草 津市 コ ミュニテ ィ事 業国内

〒525-0037

滋賀県草津市西大路町 9-6 くまちづ くりセンター内)

電 話 (0 7 7) 56 5- 0 4 7 7

ファックス (0 7 7) 56 2 - 93 40
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