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捨てるものがない!?農家の暮らし 

∴ ∵T~∴

捨
こ
る
も 
6
ガ
硲
い
の
‥


農
家 
6
暮
lP
L


エ
コ
の
達
人

山
本

勝
虞
さ
ん


し
て
'
下
へ
下
へ
と
根
を
生
や
そ
う
と
し
ま
す
｡

こ
う
し

て
秋
に
多
く
な
る
台
風
に
も
負
け
な
い
強
い
根
が
で
き
る
わ

け
で
す
｡

こ
う
し
た
暑
い
夏
が
過
ぎ
た 
9
月
､
コ
シ
ヒ
カ
リ
や
キ
ヌ

ヒ
カ
リ
と
い
っ
た
比
較
的
収
穫
時
期
の
早
い
品
種
か
ら
､
稲

刈
り
が
始
ま
り
ま
す
.
い
う
ま
で
も
L･6
く
刈
り
取
り
の
タ
イ

ミ
ン
グ
は
米
の
品
質
や
収
穫
量
を
大
き
く
左
石
し
ま
す
か

ら
'
近
所
の
日
ん
ば
の
様
子
を
見
た
り
､
農
家
と
話
し
た

り
と 
'
情
報
を
集
め
な
が
ら
､
慎
重
に
刈
る
タ
イ
ミ
ン
グ

を
は
か
り
ま
す
が
､
最
終
的
に
は
や
は
り
稲
の
穂
を
見
て
刈

る
時
期
を
決
め
ま
す
｡ 

矢
橋
街
道
沿

い
に
あ
る
山
本
さ
ん
を
訪
ね
る
と
､

家

の
前
に
実
を

つ
け
た
コ

マ
の
枝
が
干
し
て
あ
り

コ｢
マ
を
栽
培
し
て
い
る
農
家
は
少
な

い
の
で
､

手
間
ひ
ま
を
か
け
て
で
も
安
全

｢
食

べ
る
｣

ま
し
た
｡

今

で
は
､

で
お

い
し

い
も
の
を

作
る
｣

日
は
良

い
お
話
が
聞
け
そ
う
だ
｣

で
は
退
職
さ
れ
農
業
を 

が
ら
自
分
流

の
生
活
を
楽
し
ま
れ
て

い
ま
す 
0

と

い
う
山
本
さ
ん

の
こ
だ
わ
り
が
感
じ
ら
れ
､

と
期
待
が
膨
ら
み
ま
す
｡

兼
業
農
家

で
あ

っ
た
山
本
さ
ん

も
､

｢
今今

L 
fL16


,


ま
ず
稲
作
を
中
心
と
し
た
農
家

の

一
年

の
暮
ら
し
ぶ

り
か
ら
お
話
を
う
か
が

い
ま
す 
O

田
植
え
と
水

農
業
と
言
え
ば
五
月
の
田
植
え
か
ら
始
ま
る
よ
う
に
思
わ

自
然
の
力
と
向
き
合
う 
'
活
か
す

れ
ま
す
が
､
実
は
そ
の
1
ケ
月
前
か
ら
苗
づ
く
り
､
土
づ
く

り
を
始
め
ま
す
｡

｢催
芽
｣

と
言
っ
て
､

そ
れ
ま
で
眠
っ

て
い
る
状
態
だ
っ
た
種
も
み
を
水
に
つ
け
､

発
芽
さ
せ
ま

す
｡

発
芽
し
た
苗
は
､
温
室
に
入
れ
ら
れ
､
田
植
え
の
日

ま
で
毎
日
水
を
や
り
な
が
ら
､
大
切
に
育
て
ら
れ
ま
す
｡

田
植
え
は
昔
の
よ
う
に
日
が
決
ま
っ
て
い
て
､
全
部
の
農

家
が

一
斉
に
植
え
始
め
た
光
景
は
も
う
見
か
け
な
く
な
り
ま

し
た
｡
機
械
植
え
に
な
っ
た
現
在
の
EE]植
え
は
､
お
お
か
た

一
日
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
す
｡

現
在
の
米
づ
く
り
は
､

収
穫
量
よ
り
味
が
優
先
さ
れ
ま

す
｡
お
い
し
い
米
を
つ
く
る
に
は
､
水
の
見
回
り
と
肥
料
を

農
業
は
雑
草
と
の
戦
い
で
も
あ
り
ま
す
｡
吉
は
雑
草
の
根
を

切
る
と
と
も
に
､
土
に
新
鮮
な
酸
素
を
入
れ
る
た
め
､
手
押

除
草
機
を

押
し
て
い
ま
し
た
｡

も
ち
ろ
ん
､

こ
れ
だ
け
で
は

除
草
し
き
れ
な
い
の
で
､
後
は
人
の
享
に
よ
う
こ
と
と
な
り
ま

す
｡

暑
い
巳
も
雨
の
日
吉 
'
特
に
雑
草
が
伸
び
る
梅
雨
か
ら

夏
に
か
け
て
何
回
も
す 
rO
lJ
の
作
業
は
､
日
ん
ば
の
中
を
這
う

よ
う
な
仕
草
か
ら

｢
の
た
り
｣
と
呼
ん
で
ま
し
た
｡

こ
の
名

前
か
ら
も
､
そ
の
過
酷
さ
が
う
か
が
え 
'
今
で
は
､
不
本
意

な
が
ら
除
草
剤
を
散
布
す
る
農
家
が
多
い
の
吉
分
か
る
気
が
し

ま
す
｡

吉
う

一
つ
､
夏
の
大
切
な
作
業
が
あ
り
ま
す 

｢中
干
し
｣

o

OL

と
言
っ
て
'
水
を
抜
い
て
EE]ん
ば
が
ひ
び
割
れ
す
る
ほ
ど
､
カ

与
え
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
か
か
っ
て
き
ま
す 

ま
た
肥
料
や
農

ラ
カ
ラ
の
状
態
に
し
ま
す
｡
.亡

れ
は
水
中
に
あ
っ
た
土
に
酸
素

を
入
れ
た
り
､

余
分
な
茎
を
増
や
さ
せ
L
い

無
効
分
結
｣

.6

｢

時
期
に
比
べ
て

を
抑
え
る
効
果
訟
ど
が
あ
り
ま
す
｡

稲
か
ら
す
れ
ば
､ 
(う
ま

薬
を
散
布
し
た
と
き
の
凸
ん
ば
の
水
は
､
そ
の
ま
ま
川
に
流

さ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
い
ま
す
｡
△つ
は 

JTl

川
の
水
も
き
れ
い
に
な
り
､
こ
の
辺
り
で
は
メ
ダ
カ
や
二 

ロ
ブ
ナ

､
シ
ジ
ミ
な
ど
吉
見
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡

で
豊
か
に
あ
っ
た
水
が
い
き
な
り
な
く 
L･6
5
わ
け
で
す
か
ら
､

ビ
ッ
ク
リ
し
て
､
栄
養
や
水
分
を
で
き
る
だ
け
吸
収
し
よ
う
と



山本勝鹿さんインタビュー

す
べ
て
は
土
に
還
す

稲
刈
り
が
終
わ
っ
て
で
き
る
稲
わ
ら
も
大
切
に
使
い
ま
す
｡

一
部
は
そ
の
ま
ま
､
た
い
肥
と
し
て
日
に
鋤
き
込
み
'
土
を

返
し
て
翌
年
の
た
め
の
土
づ
く
り
に
活
か
し
ま
す
｡
農
作
業
に

午
を
使
っ
て
い
た
こ
ろ
は
､
切
っ
た
わ
ら
を
午
に
金
へ
さ
せ
'

そ
の
年
ふ
ん
を

日
に
入
れ
た
り
も
し
て
い
ま
し
た
｡
も
ち
ろ
ん 

EB
ん
ぼ
だ
け
で
は
な
く
､
畑
の
野
菜
づ
く
り
や
'
し
め
縄
な

ど
暮
ら
し
の
一
部
に
tLjわ
ら
は
重
宝
す
る
tLj
の
で
し
た
｡
ま
た

玄
米
に
す
る
際
に
出
る
も
み
殻
も
､
日
ん
ば
に
そ
の
ま
ま
撒
け

く
ん
た
ん

ば
堆
肥
に
な
る
し
､
薫

炭 

(下
参
照
)
に
し
て
畑
の
種
ま
き

な
ど
に
tLj利
用
し
ま
す
.
畑
が
あ
る
の
で
家
の
生
'コ 
rrrtLj全
部

畑
の
土
に
入
れ
て
い
ま
す
｡

こ
の
よ
う
に
､ 
EEj畑
か
ら
出
た 

tLj
の
は
全
部
EB
畑
の
土
に
還
す
よ
う
心
か
け
て
い
ま
す
｡
農
業

の
暮
ら
し
こ
そ
､
無
駄
の
な
い
エ
コ
の
生
活
だ
と
思
い
ま
す
｡

エ
コ
の
達
人

さ
て
､
お
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
､
苗
の
話
に
な
る
と

つ
い
話
が
ulE;く
怠
り
､
時
間
の
た
つ
の
を
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
｡
最
後
に
山
本
さ
ん
ご
自
身
の
エ
コ
の
達
人
ぶ
り
を
ご
紹
介

し
ま
し
ょ
う
｡
敷
地
の
一
角
に
い
っ

0
-
30
個
も

ぱ
い
の
薪
と
2

あ
る
ポ
リ
タ
ン
ク
を
見
つ
け
ま
し
た
｡
ポ
リ
タ
ン
ク
の
中
は
遠

く
か
ら
組
ん
で
き
た
温
泉
の
水
で
､
そ
れ
を
薪
で
沸
か
し
て
毎

日
の
お
風
呂
を
楽
し
ん
で
い
る
そ
う
で
す
｡

｢
い
ら
な
く
怠
っ
た
tLj
の
､
不
要
に
な
っ
た
tLj
の
を
見
つ
け

て
は
､
貰
っ
て
き
て
自
分
で
直
し
て
便
う
ん
で
す
｡

こ
れ
は

私
の
性
分
で
す
｣

と
い
う
山
本
さ
ん
の
言
葉
ど
お
り
'
家
の

裏
手
に
は
､
木
製
の
大
き
な
作
業
台
や
自
分
で
組
み
立
て
た
物

置
な
ど
が
並
ん
で
い
ま
す
｡

そ
う
､
山
本
さ
ん
は
リ
サ
イ
ク

ル
の
達
人
で
も
あ
っ
た
の
で
す
｡
納
屋
に
は
､
刈
り
取
り
が

終
わ
っ
た
ば
か
り
の
新
米
が
乾
燥
機
に
い
っ
ぱ
い
入
っ
て
い

て
､

運
転
音
が
響
い
て
い
ま
し
た
｡ 

(仲
井
健 
L
)

木箱いっぱいのもみ殻からりんごが顔を出す･･.そんな光景もめっきり見なくなりました｡

かつて ｢もみ殻｣はこのようなクッション材や､釜でご飯や煮物をつくる燃料としても

活躍しました｡また､大豆をわらで包み納豆をつくるときの保温材として使われること

もありました｡まだまだもみ殻の利用法はあります｡ここでは本文 lこも登場した畑を元

気lこしてくれるもみ殻の利用法として､薫炭 (<んたん)を紹介します｡

さて､もみ殻を炭rこした薫炭､｢あんな小さな粒をどうやっ

て炭にするの?｣｢燃えてしまわないの?｣と不思議そうな私

たちの表情に､｢話で聞いているより見にきた5-｣という

山本さんの言葉｡稲刈りが終わった秋の穏やかな Ejに訪れ

た山本さんのEEんばでは､すでに薫炭づくりが始まっていま

した｡

煙突を通したカラの灯油缶を囲むように､もみ殻がピラミッ

ドのように積み上げられています｡灯油缶の中では､わらな

Jbどが燃やされ､その熱でもみ殻を蒸し焼きの〕犬態にします｡

もみ殻の中から顔を出している煙突から最初に出て<5煙に
も <さ<

は水分が混じっています｡この水蒸気は木酢液で､プラン

ターなどに撒いて農薬の代わりとします｡これも何一つムダ

にしない農業ならではといったとこうでしょうか｡

徐々にもみ殻が黒くなり､辺りには煙のI=あいが広がりま

す｡山本さんは様子を注意深く見守りながら､灰になってし

まわないように表面部分と中心部分のモ晶殻をスコップで返

す作業を幾度も繰り返します｡こうしてゆっくりと時間をかけ

てつくられた薫炭は充分冷ましてから袋詰めにします｡

このようlこしてつくられた薫炭､どのように畑を元気にしてく

れるのでしょう｡薫炭は黒いので士が熱を吸収しやすくなる

こと､畑の土を作物に良いアルか｣性にする働きがあること､

炭化しているので腐らず､メタンガスか発生しにくい､土F=

空気を含み水laJJか良くなる･･･など肥料としてではなく､土

壌改良や発芽育成の役目をしてくれるそうです｡

農作を中心にした営みには米をつくるとこうから刈り取った後

まで当たり前のように｢つくる･なあす･まわす知恵｣がJふ

んだんに見られました｡また､刈り取られたEEんほで､煙を

あげる景色やその匂いは､私たち日本人のどこか懐かしい､

ホツとさせてくれる原風景かも知れません｡苦はどこでも見ら

れたこの秋の風物詩も､今はほとんど見られなくなってしま

しました｡現代はあふれるくらいモノが豊かにある時代です｡

賃しさも不便さも､心の豊かさで補っていた時代に､今の私

たちが学ぶべきこdよ多いのではないかと思うこのごろです｡ 
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親親か ら学ぶ 牧野厚史 さん

お
や
お
や


(地
域
社
会
学
)

竜
潮
博
物
館

専
門
学
芸
員 

私
た
ち
は
九
人
か
耶
紺
鶴
蛸 
.3
'
か
●●

(

牧
野
厚
史
さ
ん

の 

学


親
親

か
ら


ぶ
ど
､

一
つ
ひ
と
つ
の
モ
ノ
の

背
景
に
あ
る
家
族
や
当
時
の

人
た
ち
の
関
わ
り
､
暮
ら
し

ぶ
り
､
考
え
方
な
ど
様
々
訟

物
語
が
伝
わ
る
工
夫
が
さ
れ

て
い
ま
す
｡

牧
野
さ
ん
は
言
い
ま
す
｡

｢人
は
､
水
の
よ
う
な
環
境

に

一
人
で
働
き
か
け
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡

社
会
の
一
員
と
し
て
環
境
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
｡
そ
の
よ
う
な
人
々
の
行
動
に

関
心
を
持
ち
､
そ
の
背
後
に
あ
る
人
々
の
関
係
や
価
値
観
か
ら
､
未
来
へ
の
指

針
を
考
え
て
い
ま
す
｣
｡

ト
ラ
イ
&
エ
ラ
ー

で
も
博
物
舘
の
展
示
は
吉
の
事
柄
が
中
心
で
す
｡
私
た
ち
は
吉
の
暮
ら
し
に

戻
る

こ

･6る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
こ
え
て
未
来
に
過
去
を

と
は
で
き
ま
せ
ん
.
単
(1

活
か
す
こ
と
は
本
当
に
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
｡

｢動
物
や
植
物
は
種
を
保
存

し
､
生
き
抜
く
た
め
に
､
時
代
や
環
境
に
合
わ
せ
ト
ラ
イ
&
エ
ラ
ー
を
し
な
か

ら
長
い
時
間
を
か
け
て
進
化
し
た
と
聞
い
て
い
ま
す
｡
人
々
も
こ
の
ト
ラ
イ
&

エ
ラ
ー
を
し
て
き
た
わ
け
で
す
が
､
人
間
の
場
合
は
､
後
世
の
人
間
に
体
験
を

今号では ｢つくる ･なおす ･まわす｣ のテーマで昔の暮らしの様子

や農業について取り上げ7; ｢ について考えました｡ そこ･にaがら 環境｣

は様々な知恵も工夫もありました｡

でも ｢今は時代が違う｡｣ ｢私には田んぼも畑もない.｣ との声も

聞こえてきそうです｡ この ｢それで､ 私はどうすれば?｣ の素朴で深

い疑問に対するヒントを見つけたくて､ 琵琶湖博物館学芸員の牧野厚史さ

んを訪ねました｡ 牧野さんは社会学がご専門です｡

モ
ノ
の
展
示
で
な
く
､
コ
ト
を
再
現

く
み
と
り
式
の
便
所
LI6


号
で
_ 

r
つ
く
る

･
な
お
す

･
ま
わ
す
｣

の
テ
ー
マ
で
吉
の

今
暮
ら

し
の
様
子
や
農
業
に
つ
い
て
取
り
上
げ
な
が
ら

｢環
境
｣
を
考

え
ま
し
た
｡
そ
こ
に
は
様
々
お
知
恵
も
工
夫
も
あ
り
ま
し
た
｡
で
も

｢時
代
が
ち
が
う
｡
｣

｢私
に
は
田
ん
ぼ
も

畑
も
L･6
号

｣
と
の
声

も
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
｡

そ
こ
で

｢私
は
ど
う
す
れ
ば
?
｣
の
素
朴
で
深
い
疑
問
に
対
す
る
ヒ

ン
ト
を
見
つ
け
た
く
て
､
琵
琶
湖
博
物
舘
学
芸
員
の
牧
野
厚
史
さ
ん
を

訪
ね
ま
し
た
｡
牧
野
さ
ん
は
地
域
社
会
学
が
専
門
で
す
｡

牧
野
さ
ん
は
博
物
館
で
も
人
気
の
展
示
ブ
ー
ス

｢冨
江
家
｣
に
案
内

し
て
く
れ
ま
し
た
｡
彦
根
市
南
部
､
琵
琶
湖
に
近
い
本
庄
町
の
農
家

の
住
宅
を
移
築

･
再
建
し
､
当
時
の
く
ら
し
を
復
元
し
て
い
ま
す
｡

す
｣
O
牧
野
さ
ん
が 

｢私
た
ち
の
す
ぐ
先
輩
た
ち
が

暮
ら
し
の
中
で
ど
の
よ
う
に
水

を
使
っ
て
き
た
の
か
が
分
か
る

よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
｡
そ
の

た
め
モ
ノ
を
展
示
す
る
の
で
は

な
く
､
コ
ト
を
再
現
す
る
こ
と

に
こ
だ
わ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま

ELLIOう
よ
う

に
､
昭
和 
3
9
年
5
月
1
0
日

を
想
定
し
､
井
戸
の
水
と
カ
ウ 

(水
路
)
の
水
を
取
り
込
ん
だ

『伝
え
る
』
こ
と
で
同
じ
工
ラ 

を
繰
り
返
さ
沿
い
工
夫
を
し
て
き
ま
し
た
｡ 

I

カ
ウ
ヤ
､
樽
型
の
蒸
し
風
呂
､

●●●●●●

詫

'一一
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座談会 つくる tなおす ･まわす知恵

た
だ
､
過
去
の
体
験
の
な
か
で
tLj良
い
印
象
だ
け
に
注
目

す
る
と
､

『な
つ
か
し
い
』

『あ
の
時
は
よ
か
っ
た
』

と
い
う
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
に
な
り
が
ち
で
す
｡

ノ
ス
タ
ル

ジ
I
も
よ
い
の
で
す
が
､
そ
れ
だ
け
で
は
現
状
を
改
善
す

L

る
指
針
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う 

つ
ま
り
先
人
で
あ
る
親

i

親
た
ち
が
積
み
重
ね
て
き
た
あ
り
の
ま
ま
の
過
去
の
体
験

に
も
私
た
ち
は
向
き
合
わ
な
い
と
､
前
に
進
め
な
い
の
だ

と
思
い
ま
す
｡

今
を
生
き
る
私
た
ち
自
身
も
親
親
と
し

o

て
､
後
世
に
伝
え
る
値
打
ち
の
あ
る
様
々
貴
生
活
体
験
を

n

持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｣

｡

冨
江
家
の
展
示
か
ら
は
､
洗
濯
後
の
汚
れ
た
水
や
風
呂

の
残
り
湯
は
シ 
rll
ウ
ベ
ン
タ
メ
と
呼
ん
だ
汚
水
槽
に
溜

め
､
畑
の
肥 

に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
知
り
ま
し
た
.

こ
れ
は

｢汚
水
を
直
接
､

川
に
流
し
て
は
い
け
な
い
｣

と
い
う
水
を
大
切
に
す
る
た
め
の
ル
ー
ル
､
そ
し
て
そ
の

ま
ま
流
す
の
は

｢
も
っ
た
い
な
い
｣

と
い
う
感
覚
か
ら

の
工
夫
で
す
｡
当
時
の
人
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
(Iつ
の
よ
う
な

意
味
で
の

｢
エ
コ
｣
な
ん
て
思
っ
て
い
な
か
っ
た
で
し
ょ

う
が
､

結
果
と
し


て
環
境
を
守
る
こ


と
に
つ
ね
が

っ
て


い
た
ん
で
す
ね
｡


冨
江
家
の
暮
ら
し


ぶ
り
と
牧
野
さ
ん


の
話
か
ら
､

今
､


私
た
ち
ガ

｢
何
を


知
り
､

何
を
伝
え


て
い
く
べ
き
な
の


か
?
｣

少
し
ヒ
ン


ト
を

も
ら
え
た
気


が
し
ま
す
｡
 

(葉
木
修

一
)

㌧1 

昔 の 暮 ら し か ら 見 つ け よ う

垂

う く る ･ ･なおす まわす知恵
座談会では､昔の暮らしや遊びの様子を実際にみんなで

思い出しながら､ 今回のテ-マである ｢草津の工jつく


る ･なおす ･まわす知恵｣ を考えました｡ 当時のモノや


写真などを持ち寄ったせいか､みんなで集まることで記憶


が記憶を呼んだのか､遊び歌あり､ジエステT7-ありと楽


しく盛り上がった時間となりました｡話題も衣怠住を中心


にした暮らし､近所づきあい･､遊び､風習､言い伝え､


農業や産業などまで広が

り､ ｢今で言ったら工

I?｣ というような様々

な ｢つくる ･なおす ･まわす知恵｣ がいたるところにあったこともわ

かってきました｡

もちろん今の時代に､それらをそのまま戻すことはできませんが､その

中から5つのヒント ｢工jにつながる/ポイント｣をお伝えします｡

顧 惜 ♂ 冒 B,脚 色 監弧 唖 毘 拍 包 監 督 巳 附 E.醐

現在のような便利さも､モノの豊かさもない時代背景の中で､暮らしや生業､

子どもの遊びやおやつに至るまで ｢ないものから作り出す工夫｣ ｢合あるものの

用途を広げていく知恵｣がありましたoそこにはモノの性質や特性､コトのもつ

意味､その地域の風土や気候などの深い知識が根底にあって､モノゴトを見つめ

る力､見つける力が日々の暮らしの中で養われていたのでしょう. 

(座談会から)

昔は通り庭があり､窓や戸を開けっ放していた｡風通しの良い建て万だった｡ 建て方もエコだった｡

夏は､たらいの日なた水で行水をしたO残った水はブリキのひしゃくで庭木の水撒きに使った.

五右衛門風呂の水はバケツ約 7杯分｡蒸し風呂もあった. 水5Bみは子どもの仕事だった｡ 
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座談会 昔の暮らしから見つけよう 

(璽 莞嘉から) *前頁のつづき
肥後守を持ち歩き､竹や鉛筆を削ったリした.器用克子どもばかりだった.

糸の端に紙､もう片方の端に石をつけ､空中に投げる｡飛んでいるトンボに絡まってトンボが落ちてく

るOオ二i 7ンマを捕ると英雄になれる.オ二T 7ンマは子どもの憧れだった｡

生ゴミを捨てる場所にはシマミミズがいるので､魚つりのエサにした0

石臼でもち米を挽いたり､炊いたご飯を布袋に入れ､ 水につけて糊をつくった｡ちょっとしたことな

ら､ご飯粒をつけてくっつけた｡

井戸 (ガッチi 7ンポンプとつるへ) では､ まず呼び水を貯めてから水を温み上げる｡

新聞紙や稲わらは必需品で､稲は縄､ しめ飾り､土壁73どに使った.家をつくるときの土壁はみんなで

手伝ったo 新聞紙はよく使ったO おにぎり ･卵 ･はったいこなどを包んだリ､ 鉄砲 (舌が鳴る) 早

カブトをつくって遊んだリした｡

座談会でみんなが気づいたことの一つに ｢匂い一つとっても昔は豊かだった｣とい

うことがありました｡どの家宅今のように機密性が高くなかったせいか､各家庭の夕

食のメニューが何か分かるような､豊かな匂いの世界があったようです｡もちろん夜

店のアセチレンガス､ 牛や馬の糞の匂い､ のっぽ､ 車の排気ガスなど､今で言え

ば嫌煙されそうな匂いも暮らしの一部でしたO視覚､聴覚､幌覚､味覚､触覚と

いった五感が常に刺激される暮らし､五感をフルに活用する暮らしがそこにはありま

した｡エコのポイントその(塾のキーワードは五感生活です｡ 

(座談会から)

･給金に脱脂粉乳､チーズがあり､おいしくtなく食べるのか嫌だった O

･露店のアセチレンガスの匂い｡

･午を飼っていたので蚊が多く､野菊､除虫菊をくべた｡ヨモギをコンロでいlぶした

り､杉の葉を燃やした｡おばあさんは畑仕事のとき､蚊よけのため､ポロギレをい

ぶ して腰にIぶら下げていたO

･昔の家は木､紙､土壁でできているので隙間があり隣近所の夕食などの匂いがよくわかった｡子ど

ものころは匂いを膜ぎわけられた｡

･今は嫌煙される車の排気ガスも自動車か出回りだした頃は良い匂いに感じて車についてまわった｡

･野つぼがいたるところにあった｡

薗 宙 辞 医 面 白-E]医 包 Ea包 昌 曲 面 i]面 昌 呂 P EU E

近所の 5軒くらいでお風呂をまわす ｢もらい風呂｣に代表されるように､自分､あるいは家だけで解

決できないことt､ 隣近所との連携､ 横のつながりで､様々な困難 tのり切っていたことがわかりまし

た｡ それは ｢困ったときはお互いさま｣ といった自力け合いの気持

ちが､ ごく自然にあったこと､そして地域の人たちが大体､似た

生活スタイル､生活リズムで暮らしていたこともあるようですo

また子どもたちが上級生から遊び方やおもちゃづくりを教わっていた

ように､世代､年代を超えたタテのつながりもありましたO そこ

は子どもたちにとって､学校とは違う学びの場｡上級生にからかわ

れたって､時にはいじめられたって､そこから多くのことを自ら学

びとりました｡それ ,lま楽しさだけでなく､ ｢これ以上したら危ない 
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つくる ･なおす ･まわす知恵

んだよ｣ ｢上の者が下の面倒をみる｣といった教科書には載ってないけど､生きていく上で大切な人生の

教喜川も遊びの中から会得していったのです｡

今では煩わしさが先にきてしまうタテやヨコのつながりも､暮らしの中では大切な要素の-つでした. 

(座談会から)

･寝るときはア)しミの湯たんぽを布団の中に入れた.湯たんぽは家族の人数分あった.

･寝るときには､ 炭を入れた	 ｢かわらこたつ｣や ｢や<､らこたつ｣を家族で囲み､ こたつを中心に放

射線状に布団を敷き足元の暖をとった｡

･おもちゃri年上の子の作ったものを見よう見まねで作り､年の差に関係なく遊んでいた｡だいたい上か

ら下まで10歳くらいの年齢差があった.

･ゴムとびでは､ スカートの裾をブルマにはさみ ｢さわり貴や～｣と言いながら跳んだ｡ 

陽が昇れば起きて､陽が沈めば家に帰る｡ といった生活のリズムも､今

では難しく怠ってきたのかも知れませんガ､この当たり前のリズムはやはり

自然との共生といった点でエコにつ7よがっていたのだと思われます｡また､

お百姓さんに現金がなく時期でも､お店がお米や麦の収穫まで支払いを待っ

てくれていた話からも､そういう時間のテンポで社会全体がまわっていたこ

とがわかります.ここでも自分たちのことばかりで7よく､他を理解し思いや

る気持ち､ ｢困った時はお互いさま｣の精神が脈々と流れていたことがわか

ります｡エコのポイント④は生活のリズムです｡

(座談会から)

･父から順番に行水をした後､浴衣姿で家の前に床机を出し､将棋をしたり夕涼みをしていた.子どもた
ちはその横で花火をしていた｡

･百姓は現金がなく､お米や麦を収穫したときに支払いする.お店も支払いを待ってくれる｡そういう時

間のテンポで生活していた｡

歯 包 旬旬 曲曲 bbqq軌軌 もも EE 弘弘 唱唱 昆昆包包 田田 島島 垣垣 』』 菅菅 鮎鮎 旬旬 日日

座談会の中では､ 傘の骨や､鍋 ･やかんの穴､ 下駄の歯入れや､ 包丁の刃物研ぎまで､ 多くの ｢直

すこと｣ ｢メンテナンスすること｣ を職業としている人たちが登場しました.もちろん､壊れやすかっ

たということもありますが､ ｢もったいないO直すのか当たり前｣といった考え方があったからこそ､こ

れらの修理が職業として成立していたのでしょう｡もう一つ特徴的なのは､これらの人たちも含め､暮ら

しに密着したものや､ 旬の食材など､ いわゆるモノ売りの人たちが折にふれ､ まちにやってきたことで

すO今のようにスーパーで消費者が好き貴時に好きなものを購入できるわけではありませんから､ 必然的

に少量生産､少量消費と7よるスタイ)しでした.皆さんも ｢安いから買い換える｣のではなく､ ｢一度､

直るかTa｣ と考えてみません机 一度直すと､ 愛着がわくものですO 

(座談会から)

･毒物をほどいて伸子張りや洗い張りをし､作り直した｡着物はすべて直線でできていて仕立て直しがで


きる｡ (今で言うリサイクルのひとつ)


･鋳掛け屋さん (洗面器 ･鍋 ･釜 ･やかんなど穴があいたところを塞いでくれる)

･たがやさん (桶や樽のたがを取り替える).鼻緒のすげ替え ･下駄の歯を直す歯入れ屋

･のこぎりの目立て ･包丁やのこぎりの刃物研ぎ 
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8 

俳句散歩 ｢秋｣

｢おしなべて物を思はぬ人にさへ心をつくる秋のはつかぜ｣

と西行法師が詠ったようlこ､秋lこなると人はなぜか五感が敏感に｣
｢秋散歩
俳句
 なり自然を更でる詩人になり､人生を考える哲学者lこなります｡

今日は我々lこなじみの深い良寛さんの俳句を読んでみましょ

う｡ (解説 橋詰辰夫)

焚

く

ほ
ど

は

風
が

も

て
束

る

落
ち
葉
か
な

良

寛

子
ど
も
た
ち
と
手
塩
で
遊
ん
だ
リ
､
か
く
れ

ん
ば
を
し
て
朝
ま
で
か
く
れ
て
い
た
り
し
て
い

た
と
言
わ
れ
る
良
寛
さ
ん
は
ー
お
か
し
な
坊
さ

ん
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
｡

で
も
本
当
は
漢
詩

･
和
歌

･
俳
句
な
ど
の
詩

歌
に
才
能
を
持
ち
､

書

も
素
晴
ら
し
く
､

芸

術
や
思
想
な
ど
に
関
す
る
文
章

も
数
多
く
残
し

た
立
派
怠
お
坊
さ
ん
だ
っ
た
よ

う
で
す
｡

こ
の
句
は
､
時
の
殿
様
が
寺
を
建
て
て
城
下

に
良
寛
を
呼
び
寄
せ
よ
う
と
し
た
と
き
の
殿
様

へ
の
返
事
と
し
て
詠
ん
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
｡

｢
殿
様
の
篤
い
援
助
を
い
た
だ
か
な
く
と

も
､
朝
晩
の
炊
事
を
す
る
落
葉
く
ら
い
は
､
風

が
持
っ
て
き
て
く
れ
ま
す
｣
｡
と
断
っ
た
の
で

す
｡

そ
の
く
ら
い
質
素
沿
生
活
を
し
､

宗
教

上
の
地
位
や
出
世
に
は
全
く
感
心
が
な
く
無
欲

の
人
生
を
買
い
た
の
で
す
｡ 

(注
)

落
葉
は
冬
の
季
語
で
す
が
､

晩
秋
か

ら
初
冬
に
も
見
ら
れ
る
の
で
本
秋
号
に
入
れ
ま

し
た
｡ 

J.

う

ら
を
見

せ

お
も

て
を
見

せ

て

ち

る
も

み
じ

良
寛
口
伝

良
寛
さ
ん
の
晩
年
に
､
貞
心
尼
と
い
う
心
の
友

が
登
場
し
ま
す
｡
良
寛
が
病
の
床
に
伏
し
.
貞
心

尼
に
遣
い
た
い
の
で
来
て
欲
し
い
､
と
歌
を
届
け

る
と
､
彼
女
は
早
速
駆
け
つ
け
て
く
れ
ま
し
た
｡

良
寛
は
彼
女
の
顔
を
見
て

い
つ
い
つ
と

ま
ち
に
し
ひ
と
は

き
た
り
け
り

い
ま
は
あ
ひ
見
て

な
に
か
お
吉
は
む

と
思
い
を
歌
に
託
し
て
い
ま
す
｡

い
よ
い
よ
良
寛
が
臨
終
間
際
と
な
り
貞
心
尼
が

い
き
し
に
の

さ
か
い
は
な
れ
て

す
む
み
に

も

さ
ら
ぬ
わ
か
れ
の

あ
る
ぞ

か
な
し
き

と
詠
み
､
仏
門
に
仕
え
る
身
で
生
死
を
超
越
し
て

い
る
の
に
､
で
も
や
は
り
お
別
れ
は
悲
し
い
で
す

よ
と
嘆
き
ま
し
た
｡ 

貞 
j
后
に
<
b
.追

I

tlEl票
に
矧
メ
カ
1173
人
た
こ
b
.10
'き

事
と
し
た
の
で
す
｡

も
み
じ
は
裏
も
表

も

見
せ
て
､

き

れ
い
に
散
り
ま
す
､

我
が
身
も
同

じ
で

す
､

悲
し
み
怠

さ
る
沿
､
と
言
い
な
が
ら
冥
界
へ
と
旅
立
っ
て
行
き
ま
し

た
｡こ

の
句
は
良
寛
の
作
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
､
良
寛
の
口

か
ら
出
た
最
後
の
句
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
｡

こ
の
二
人
の
や
り
取
り
の
何
と
き
れ
い
な
こ
と
で
し
ょ

う
｡
あ
る
良
寛
研
究
者
が

｢聖
愛
｣
と
呼
ん
だ
二
人
の

心
の
や
り
取
り
は

一
つ
の
芸
術
作
品
に
な
っ
て
い
ま
す
｡

い
や
ぁ
､
や
っ
ぱ
り
秋
は
､
人
の
心
を
作
る
ん
で
す
ね
｡

L?JE君.
｢何の花かな?｣ 

ゴーヤ (ニガウリ)

の雌花です｡最近は家庭

菜園や住宅の日除けによ

く栽培されています｡

キュウリと同じように雌

雄別々の花が咲きます｡

雌花の下にrlもうゴウi7

の赤ちゃん (子房)がで

きています｡ 



動植物から学んで素敵なヒトになろう !

申Ti歯琶瑚 C ･ やr,t'S I益ローii由:D訂

動植物から学んで

素敵なヒトになろう .I 

10月も下旬に怠ると､ソヨウピタ午が庭にやっ

てくる.ツワフキが咲き､邑とりどりの小菊が咲

きだすころである｡スズメくらいの大きさの愛ら

しい野鳥で､お目当てはランタナの黒い実｡

オスは胸から腹のオレンジ色が鮮やかで､黒い

翼の中の白い紋様が目立つO中国 ･サハリンなど

からの渡り鳥で､縄張り意識が強い｡琵琶湖の水

鳥も日増しに賑わってくるころ､庭ではカリンや

ユズが黄色く邑づき､ドウダンツツジが紅葉して

秋が足早に深まっていくO

渡りにしても､縄張りにしても彼らは生きるに

必要な自分の餌場確保のための行動である｡

サブプライムローンに端を発した世界的経済の恐

慌は世界同時株安､円高へと無限に深刻化してい

る昨今であるが､動植物は季節に正確に反応し､

木々には実も沿リ､紅葉も進んでいるo

身近に楽しみをたくさん見つけられる草津は

｢まさによいとこ｣だと常々嬉しく思っている｡

郊外に出ると荒れ果てた休耕Efjが多く､最近で

は収穫意思の不明点大豆畑もよく見かけるO

私の畑では､黒豆が豊作でビー)Lに格好のアテ'

になった.正真正銘の無農薬栽培でも結構忍収穫

であった｡株ごと引っこ抜くと､根には根粒がつ

いていて､久しIぶりにしげしげと観察した｡

マメ科の植物だから不思議がることtないけど､

考えるほどに巧妙訟仕組みに感激する｡ そもそ

も､限りある資源を地球規模で奪い合っている人

間とちがって､植物は地球上に無尽蔵にある資源

を有効利用しているではないかO

先ずは､7まつかしい炭酸同化作用O太陽エネル

ギーを利用し､葉緑素の働きで空中の二酸化炭素 

(あの嫌われ者の CO,) と根から捌 又する水 

(H20) のみで棺やデンプンを作り出しているの

だ｡これだけの材料だから､糖やデンプンは炭素 

(C)､ 水素 (H) 及び酸素 (○) の3元素か

らできている｡でも､タンパク質をつくるには窒

莱 (N) が必要だが､地中では不足しやすい｡そ

こで､ 登場したのが根粒バクテリア. 何と､ こ

文 ･絵 矢原功

第 74回

身近にある

多<の楽し士 ･ヒント

れまた空気の主

たる成分である

窒素を元にアン

モニア (NHS)

を作る (窒黒回

定) スゴ腕であ

る｡ こうして､

タンパク質の合

成要素さえも無

限 の 資源 から
ゲットしている

のには感服いた

します｡宿主と

の共生もいい手

段ですね｡

おかげで､ 種子である豆には大量のタンパク質を

蓄えることができる｡

｢アリガタT7!根粒バクテリアさま-｣ と言いな

がら､エダマメを口に放り込むのでありますO

大豆のオーナー畑で活性化をはかっている地域もあ

れば､休耕日を利用したホンモロコ養殖は草津のほか

でも進められている｡それで克くとも､狭い島乳

農薬入りやら遺伝子組み換え食材に浮き足立つばかり

で貴く､耕地を大切に考えて食料自給率アップにつな

げたいものである｡

秋の夜長､ もう-歩飛躍して ｢夏の太陽エネル

ギーを貯え､冬に備えられないか｣はたまた ｢無尽

蔵にある資源の有効利用をもっと｣考えてみるのもよ

ろしいかと｡亡.ちろん､限りある資源の有効利用を

考えるのが現実的､かつ急務ではありますね｡

齢を経てからの発想の転換は少 難々題とは思うが､

｢感動 ･心のときめき｣ と ｢感性｣ だけは衰えた

く沿いものである.

ダーウィンEjく ｢生き残る種というものは､最も

強いものでもなければ､ 最も知能が高い吉のでもな

い｡変わりゆく環境に最も適応できる種が生き残るの

である｣0

メタポを気にする元気7;年金世代のがんばりが､a

今､試されるときであるように思う｡ 

9 



10 

ゆっくり草津 街道物語

第 7回

琶 固 革 帯志方隙i道と 取官

志那三郷 衝 堅 物 腎

イラスト 大村恵

前
号

で
は
､

そ
ろ
そ
ろ
大
詰
め
に
入
っ
て
き
た
大
河
ド
ラ

マ

｢

篤
姫
｣

と
草
津
宿
の
関
わ
り
に
つ
い
て
お
伝
え
し
た
こ
の
コ
ー

ナ 

も
､

い
つ
も
の
街
道
に
戻

っ
て
､

今
回
は
琵
琶
湖
に
近

い

志

那
街
道
と
志
那
三
郷
で
す
｡

案
内
は
石
田
は
ま
子
さ
ん
で
す
｡

I志
那
三
郷
と
は
志
那
村

･
志
那
吉
巴
村

･
志

那
中
村
を
い
い
､

現
在
の
志
那
町

･
志
那
中
町

と
な
り
ま
す
｡

湖
に
近
い
こ
の
あ
た
り
は
､

琵
琶
湖
の
対
岸

に
あ
る
坂
本
や
大
津
を
湖
上
交
通
で
結
ぶ
志
那
港

が
あ
り
､

物
資
を
輸
送
す
る
重
要
な
地
で
し

た
｡

湖
か
ら
陸
へ
の
起
点
と
な
る
志
那
街
道
は

志
那
港
か
ら
始
ま
り
今
宿 

(守
山 
)

ま
で
の 
7

加
を
い
い
ま
す
｡

蓮
海
寺
は
か
つ
て
琵
琶
湖
に
面
し
た
お
堂
で
､

広
々
と
し
た
湖
と
対
岸
の
比
叡

･
比
良
山
を
背
景

に
も
ち
､

港
の
面
影
を
残
す
常
夜
灯
や
水
面
の

ハ
ス
が
美
し
い
､
草
津
八
大
名
所
の
ひ
と
つ
で
し

た
｡
現
在 
_ 

さ
ざ
な
み
街
道
｣
が
通
り
､
車

r

の
通
行
量
も
増
え
る
に
つ
れ
風
景
も
変
わ
っ
て
し

ま
い
ま
し

た
が
､

今

も
残
る
石
垣
が
､

そ
こ
ま

で
湖
が
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
り
ま
す 
.
こ
の
あ
た

り
紗 
40
年
前
に
は
魚
の
せ
り
而

･
堀
や
川

･

も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
､
漁
港
付
近
も
ず
い
ぶ

ん
様
変
わ
り
し
た
よ
う
で
す
｡

水
門

柳
平
湖
を
望
む
の
ど
か
な
田
園
風
景
の
一
角
に

｢
の
の
か
み
さ
ん
｣

と
呼
ば
れ
る

神
』

『野
々
守
大

の
石
碑
が
あ
り
ま
す 

三
代
将
軍
徳
川
家

O

｢

光
が
乗
船
し
た
と
い
わ
れ
る
御
座
舟

弁
財
丸
｣

は
そ
の
用
を
終
え
て
志
那
浜
で
焼
却
さ
れ
ま
し

た
｡

大
き
な
松
が
目
印
に
な
る

｢
の
の
か
み
さ

ん
｣
は
御
座
角
を
ま
つ
っ
た
場
所
で
は
な
い
か
と

い
れ
て
い
ま
す
｡

俳
譜
の
祖
と
い
わ
れ
る
山
崎
宗
鑑
は
志
那
の
出

身
で
､

蓮
海
寺
に
は

元
朝
の

み
る
も
の
に
せ

ん不
二
の
山

そ
し
て
志
那
会
盆
前
に
は

風
寒
し

破
れ
障
子
の神

無
月

の
句
碑
が
あ
り
ま
す
｡

他
に

も

の
句
碑
が
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
が
､

気
が
つ
い
て
い
な
い
吉
の
で
す
ね
｡

連
歌
か
ら
俳
譜
を
お
こ
し
室
町

･
戦
国
時
代

に
活
躍
し
ま
し
た
｡ 
∪
く
な
る
ま
で
を
香
川

県
観
音
寺
市
で
過
ご
し
､

草
津
と
姉
妹
都
市

の
交
流
を
続
け
て
い
ま
す
｡ 

市
内
に 
2
茎

意
外
と

改
め
て

訪
ね
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す 

山
崎
宗
鑑
は

O



志那街道と志那三郷

｢宗
鑑
は
ど
ち
ら
と
人
の
問
う
な
ら
ば

ち
と
用
あ
り
て
あ
の
世
へ
と
言
へ
｣

『人
が
宗
鑑
は
ど
こ
へ
行
か
れ
た
の
か
と
聞

い
た
な
ら
､
ち
ょ
っ
と
用
事
が
あ
っ
て
あ
の

世
へ
行

っ
て
い
る
と
答
え
て
お
き
な
さ

い
｡
』

と
い
う
意
味
の
歌
で
す
｡ 

(草
津

而
教
育
委
員
会

生
き
る
こ
こ
ろ
歩
む
す
が

た
)
今
で
も
通
じ
る
し
ゃ
れ
っ
気
の
あ
る
人

物
で
す
ね

｡

風
の
神
を
訪
ね
る
郷
の

一
つ
め
は
志
那
神

社
で
す
｡
濠
に
沿
っ
て
松
並
木
と
も
み
じ
が

美
し
い
参
道
を
進
む
と
現
れ
る
本
殿
｡
こ
の

本
殿
は
草
津
で
最
古
古
い
木
造
建
築
で
鎌
倉

時
代
に
建
立
さ
れ
た
国
の
重
要
文
化
財
で

す
｡
境
内
に
あ
る
礎
石
は
さ
ら
に
古
く
平
安

時
代
の
も
の
と
言
わ
れ
､
ず
っ
と
こ
の
地
の

鎮
守
の
杜
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
｡

続
い
て
訪
れ
た
の
は
樹
齢
4
0
0
年
の
藤

で
有
名
な
三
大
神
社
で
す
｡
こ
ち
ら
は
風
の

神
の
志
那
津
彦
命

･
志
那
津
姫
命
と
大
宅
公

主
命
を
ま
つ
っ
て
い
ま
す 

こ
の
3
人
の
神

D

さ
ま
は
志
那
三
郷
の
大
宮
で

tLあ
り 

j

'

三
大

権
現
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
｡

藤
原
氏
の
繁
栄

を
賄
っ

て
植
樹
さ
れ
た
と
い
う

『
ノ
ダ
フ

ジ
』

は
信
長
の
叡
山
焼
き
討
ち
に
見
舞
わ
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
芽
が
出
て
現
在
の
よ

う
に
大
き
く
伸
び
ま
し
た
｡

｢藤
古
木
保
存

会
｣
の
手
入
れ
に
よ
り
､
地
面
に
届
く
か
と

思
わ
れ
る

｢砂
摺
り
の
藤
｣
は
毎
年
5
月
ご

ろ
に
美
し
い
花
を
咲
か
せ
､
大
勢
の
人
た
ち

が
鑑
賞
に
訪
れ
ま
す
｡

最
後
に
訪
れ
た
風
の
神
は
惣
社
神
社
で
､ 

6
6
5
年
に
天
智
帝
の
勅
願
で
創
建
さ
れ
ま
し

た
｡
こ
ち
ら
に
は
樹
齢 
5
0
0
年
の
藤
の
木

や
歴
史
が
感
じ
ら
れ
る
鎌
倉
時
代
の
宝
塔
が
あ

り
ま
す
｡
惣
社
神
社
は
吉
か
ら
志
那
中
村
の

氏
神
さ
ま
と
し
て
ま
っ
ら
れ
､
毎
年
5
月
の

例
祭
に
大
う
ち
わ
を
扇
ぐ
風
神
踊
り

｢サ
ン

ヤ
レ
踊
り
｣

が
奉
納
さ
れ
ま
す
｡

草
津
サ
ン
や
レ
踊
り
は
志
那
神
社

･
三
大

神
社

･
惣
社
神
社
の
ほ
か
に
市
内
4
つ
の
地

域
で
行
わ
れ
ま
す
｡

『
サ
ン
ヤ
レ
』
は

｢
山

野
礼

･
山
に
お
礼
｣
の
意
味
や

｢幸
あ
れ
｣

｢参
弥
礼
｣
と
害
い
た
り
し
ま
す
｡
疫
病
な

ど
の
災
い
が
起
こ
ら
ぬ
よ
う
に
と
願
い
を
込
め

て
､
鉦
や
太
鼓
を
鳴
ら
し
貴
か
ら
踊
る
に
ぎ

や
か
な
風
流
踊
り
で
す
｡

志
那
は
あ
た
り
の
風
景
だ
け
で
な
く
､
音

や
風
も
琵
琶
湖
の
近
さ
を
教
え
て
く
れ
ま
す
.

風
災
を
鎮
め
る
た
め
に
ま
つ
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の

神
は
夫
婦
円
満
を
願
う
夫
婦
の
神
と
い
も
い
わ

れ
､
氏
神
さ
ま
と
し
て
地
元
の
人
々
に
親
し

ま
れ
て
き
ま
し
た
｡

｢風
の
神
｣

｢藤
｣

｢サ
ン
下
し
踊
り
｣
の 

3
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
共
通
す
る
志
那
三
郷
め

ぐ
り
は
市
内
の
喧
騒
か
ら
離
れ
､
鎮
守
の
森

の
静
け
さ
と 
EEj園
風
景
に
心
が
落
ち
着
き
､

し
み
じ
み
と
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
街

道
歩
き
で
し
た
｡ 

(荒
川
茂
美
)

もっと志耶 .って方にl 幸助知隷

f]

･&ホ真珠の* 昔EEl虎之助

志那吉EBの庄屋を努めてきた

吉出家の住宅は江戸時代､享保

年間の建築で､県の文化財に指

定されています｡明治元年に生

まれた吉E虎之助は淡水真珠の

父といわれ､水産産業の発展に

尽力しました｡

橘堂t碁音尼

橘堂は市の文化財に指定された観吉立像があります｡三面

六腎 (3つの顔と 6つの手)の特異な観音像は15年に一度､

｢道

得問答｣ を書いた慈吉尼は志那吉E日で生まれ､ 墓石が橘堂


にあります｡
 
志那のまちなみと水路

ll 

開帳があります｡ 人がより良い生き方を求めるための
じおんに



MyライフMyくさつ講座
第7回 <まつ歳時記

｢しシスを通して見た<まつ｣

日時 :12 ( 00 ′1:0月7日 日) 1:0- 23
講師 :川那部光子さん

草津の四季の美しさ彩りを写真で見たり､

お話を聞く講座です｡

どちらも

場 所 :草津市立まちつくりセンター

参加費 :各 500円

☆単発のお申し込みもOK

お申込み ･問合せは､


当事業団 (565-0477) まで


編 集 後 記

▼取材の数々を通じ､私たちの先輩のひたajき

な努力に頭が下がる思いがすると同時lこ､ゐ話か

らlよ､その時代を生きていた人々の喜びや悲しみ

が伝わってくるような気かしました｡ (中井)

▼愛用のGパンが破れて穿rlなくなったが捨て難く

～くさつ的スローライフのススメ′-

第8回 訳もしろ楽し<訳～い老い .I

｢きちの文化 ･おらの文化｣

日時 :1 ( 00 ′ 23月25日 目) 1:0-1:0
講師 :熊谷栄三郎さん

楽しく人生を過ごすには ?その秘訣を聞く講座で

す｡

破れの無い部分を取り､女房の花嫁道具のミシン

で花瓶敷に変身させたOいやあ､お遊びは楽しい

です｡ (橋詰)▼昨今､猫も杓子もエコ､エコ､

エコ｡でも間違った 情報が氾濫しています｡本来

のエコは身近なくらしの中にあるのでrよないでしょ

うか｡ (大保)▼農業の暮らしについて考える機

会がありましたO草津のまちに､緑豊かなEE]園風

景かいつまでも残っていてほしいと願っています｡ 

(仲井)▼先日､信楽方面へ紅葉と滝めぐり (九

品の滝､ 三筋の滝､ 鶏唱の滝) で秋を満0契｡ の

どかなEB囲風景の中に菖懐かしい ｢いなぎ (稲掛

け)｣を見つけました｡ (矢原)

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 集団内

〒525-0037

滋賀県草津市西大路町 9-6 (まちづ くりセ ンター内)

電 話 (077) 565- 0477

ファックス (077) 562- 9340
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