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わが家の笑顔わが家の笑顔

早
はや

瀬
せ

　心
しん

乃
の

佑
すけ

ちゃん（写真左）

 平成 13年 7月 24 日生

（大泉地区）

　大和体力増進センターで

「子育てサロン」（毎月第３水曜日９時 30

分～ 11時 30 分）が開催されています。

　この子育てサロンは、乳幼児を持つお母

さんたちに、悩みや不安を話し合って「マ

マ友達」をつくってもらおうと、大和地区

更生保護女性会の皆さんが、親子で楽しめ

る様々な遊びを提供しています。初めての

方でも、お気軽にご参加ください。

【 表 紙 】

※このコーナーに掲載をご希望の方は、秘書広報課　（ 58-5111・75-3111 ／内線 1267）までお申込みください。

下
しも

条
じょう

　龍
りゅう

斗
と

ちゃん

 平成 16年 1月 19 日生

（真壁町椎尾地区）

おじぃちゃんからひとこと

　いつも、いとこの遥
はる

加
か

ちゃん（写真中央）とケ

ンカをしています。

　これからも、二人仲良く

いろんな事を学んで、立派

に成長してほしいです。

お父さんからひとこと

　毎日元気一杯！いつも

笑顔が素敵な龍斗！

　これからもずっと笑顔

を絶やさないでね！！

広
報
紙
の
部
、写
真
（
一
枚
写
真
）

の
部
、
写
真
（
組
み
写
真
）
の
部

の
３
部
門
に
応
募
。
広
報
紙
の
部

で
は
「
桜
川
市
の
歴
史
に
み
る

衣
・
食
・
住
」
な
ど
を
掲
載
し
た

７
月
号
、
写
真
（
一
枚
写
真
）
の

部
で
は
「
山や

ま

古こ

志し

に
響
け
希
望
の

鐘
の
音
」
の
11
月
号
表
紙
が
そ
れ

ぞ
れ
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

広
報
「
さ
く
ら
が
わ
」
は
、
合

併
後
初
め
て
の
応
募
で
、
２
部
門

入
賞
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
も
、

市
民
の
皆
様
に
手
に
取
っ
て
読
ん

で
い
た
だ
け
る
広
報
紙
づ
く
り
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

平
成
19
年
に
県
内
の
市
町
村
で

発
行
さ
れ
た
広
報
紙
な
ど
を
審
査

す
る
「
平
成
19
年
（
第
53
回
）
茨

城
県
市
町
村
広
報
コ
ン
ク
ー
ル
」

の
入
賞
作
品
が
決
定
し
、
桜
川
市

の
広
報
「
さ
く
ら
が
わ
」
が
、
広

報
紙
の
部
で
「
佳
作
」、写
真
（
一

枚
写
真
）
の
部
で
「
努
力
賞
」
に

選
ば
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、
市
町
村
の
行
政
広
報

活
動
の
向
上
を
目
的
に
、
毎
年
開

催
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、本
紙
は
、

さくら
がわ　

2007
.7.1

2

さくら
がわ　

2007
.7.1

3

庶
民
の
衣
料
「
木も

綿
め
ん

」

　

桜
川
が
も
た
ら
す
肥ひ

沃
よ
く

な
土
地

で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
昭
和
初
期

に
か
け
て
「
綿
わ
た

」
が
栽
培
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
木
綿
は
江
戸
幕
府
の

奨
励
も
あ
り
、
丈
夫
で
吸
汗
性
に

す
ぐ
れ
庶
民
の
衣
料
と
し
て
普
及

し
ま
し
た
。

　

木
綿
の
原
料
は
綿
。
収
穫
し
た

綿
を
「
綿
わ
た

切
り
ろ
く
ろ
」
と
呼
ば

れ
る
道
具
で
綿
の
部
分
と
種
の
部

分
を
取
り
除
き
、
そ
の
綿
か
ら
糸

を
紡
つ
む

ぎ
、
布
に
織
り
ま
し
た
。

　

こ
の
作
業
は
、
稲
刈
り
が
終
わ

る
頃
か
ら
は
じ
ま
り
、
農
の
う

閑
か
ん

期き

に

行
わ
れ
、
春
の
農
作
業
が
は
じ
ま

る
ま
で
に
は
家
族
の
野の

良ら

着ぎ

を
仕

立
て
ま
し
た
。
農
家
の
庭
先
や
縁
え
ん

側
が
わ

で
は
女
た
ち
が
、
織
お
り

機き

の
糸
か

け
（
整
糸
）、
織
り
作
業
に
追
わ

れ
た
も
の
で
し
た
。

　

農
家
の
特
に
女
の
仕
事
着
（
野

良
着
）
は
、
縞
し
ま

・
絣
か
す
り

の
模
様
の
野

良
襦
じ
ゅ

袢
ば
ん

を
着
て
、
紺
の
股
も
も

引
ひ
き

を
は

き
、
前
掛
け
、
手
さ
し
を
つ
け
て
、

た
す
き
を
掛
け
ま
し
た
。
新
婚
の

嫁
や
娘
は
、
長
な
が

着ぎ

に
帯
を
お
た
い

こ
に
結
び
裾
を
は
し
ょ
り
、
嫁
は

白
い
襷
た
す
き

、
娘
は
赤
い
襷
を
掛
け
ま

し
た
。
頭
に
は
手
ぬ
ぐ
い
を
姉
さ

ん
か
ぶ
り
。

　

ま
た
、
石
屋
や
大
工
な
ど
の
職

人
の
仕
事
着
も
吸
汗
性
の
あ
る
木

綿
の
ど
ん
ぶ
り
や
袢
は
ん

纏
て
ん

、
紺
股
引

で
し
た
。
屋
号
や
店
の
名
前
を
染

め
抜
い
た
袢
纏
は
、
雇
い
主
や
注

文
主
か
ら
贈
ら
れ
ま
し
た
。

　

冬
に
は
、
ノ
ン
ノ
コ
テ
ッ
ポ
、

ツ
ッ
ポ
と
呼
ば
れ
る
綿
入
れ
の
袢

纏
や
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
こ
を
着
用
し

ま
し
た
。

　

東
南
に
筑
波
・
足

あ
し

尾お

・
加か

波ば

の
「
常
陸
三
山
」、
北
に
は
阿あ

武ぶ

隈
く
ま

山
さ
ん

系
の
高
峯
、
富

と
み

谷や

・
雨

あ
め

巻
ま
き

の
山
々
、
南
北
に
流
れ
る
桜
川
。
そ

の
流
域
の
田
園
地
帯
。
こ
の
豊
か
な
自
然
に
育
ま
れ
た
私
た
ち
の

ま
ち
桜
川
市
の
文
化
史
を
た
ど
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

こ
こ
で
は
、
衣
・
食
・
住
の
文
化
を
取
り
上
げ
ま
す
。
ひ
と
昔
前

の
な
つ
か
し
い
風
景
が
浮
か
ん
で
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
自
然
と

向
か
い
あ
っ
て
生
き
て
き
た
人
び
と
の
暮
ら
し
。
今
日
で
は
、
生

活
様
式
が
変
化
し
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
江
戸
時
代
か
ら
連

れ
ん

綿
め
ん

と

続
く
地
域
の
様
子
や
人
び
と
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
見
え
て
き
ま
す
。

米
以
外
の
作
物
が
生
ん
だ

豊
か
な
食
生
活

❶
豊
作
に
感
謝
す
る
「
大
お
お

飯
め
し

ま
つ
り
」

　

米
づ
く
り
は
、
水
の
管
理
に
加

え
、
風
水
害
な
ど
自
然
と
の
戦
い

で
し
た
。
年
の
初
め
に
は
秋
の
実

り
を
祈
り
、
秋
に
は
豊
作
に
感
謝

し
、
赤
飯
や
餅
を
神
に
捧
げ
共
に

食
す
る
こ
と
が
各
地
で
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の

が
、
白
い
ご
飯
を
高
く
突
き
固
め

て
食
す
る
、
本
ほ
ん

郷
ご
う

・
下
し
も

泉
い
ず
み

地
区

の
「
大
お
お

飯
め
し

ま
つ
り
」
で
す
。
ま
つ

り
の
食
事
は
、
普
段
の
麦
飯
・
汁
・

漬
物
と
い
う
食
事
で
は
な
く
、
天

ぷ
ら
や
き
ん
ぴ
ら
・
け
ん
ち
ん
汁
・

和
え
な
ど
が
並
び
ま
す
。

❷
日
常
の
「
小
麦
ま
ん
じ
ゅ

う
」

　

麦
の
収
穫
時
期
に
は
、
各

家
で
は
小
麦
ま
ん
じ
ゅ
う

が
作
ら
れ
ま
す
。
田
の
仕

事
の
お
や
つ
や
、
祇
園
祭

に
招
く
親
戚
へ
の
手
土
産

な
ど
に
し
た
り
し
ま
し
た
。

❸ 

信
仰
で
広
ま
っ
た
「
ケ

シ
ョ
ウ
マ
メ
」

　

ケ
シ
ョ
ウ
マ
メ
と
呼
ば
れ
る

豆
菓
子
は
、
大
豆
を
炒
っ
て
砂
糖

で
く
る
ん
だ
も
の
。
観
か
ん

音
の
ん

講
こ
う

や
地じ

蔵
ぞ
う

講
こ
う

な
ど
の
信
仰
の
中
で
広
ま
っ

た
菓
子
で
す
。
月
に
一
度
、
当
屋

に
集
ま
り
、
延
え
ん

命
め
い

観
か
ん

世ぜ

音
お
ん

や
地じ

蔵
ぞ
う

菩ぼ

薩
さ
つ

の
掛
軸
を
掛
け
て
和わ

讃
さ
ん

を
唱

え
、
安
産
や
身
体
安
全
を
祈
り
ま

す
。そ
の
時
に
捧
げ
ら
れ
る
の
が
、

白
飯
と
こ
の
ケ
シ
ョ
ウ
マ
メ
で
当

屋
が
準
備
し
ま
す
。

　

お
喋
り
を
し
な
が
ら
ご
馳
走

を
食
べ
る
。
こ
れ
も
食
文
化
を
伝

え
る
貴
重
な
情
報
交
換
の
場
で
も

あ
っ
た
の
で
す
。

❹
栄
養
価
に
富
ん
だ
「
シ
モ

ツ
カ
レ
」

　

保
存
食
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
の
あ
た
り
で
有
名
な
の
が
「
シ

モ
ツ
カ
レ
」。「
シ
ミ
ツ
カ
リ
」「
ス

ミ
ツ
カ
レ
」
な
ど
と
も
言
わ
れ
、

見
た
目
に
何
と
表
現
し
て
よ
い
か

わ
か
ら
な
い
シ
ロ
モ
ノ
で
す
が
、

人
参
・
大
根
・
油
揚
げ
・
酒
さ
け

粕
か
す

・

新
あ
ら

巻
ま
き

鮭
ざ
け

の
頭
を
、
醤
油
と
砂
糖
・

酢
で
煮
込
ん
だ
も
の
で
、
赤
飯
と

と
も
に
初
は
つ

午
う
ま

行
事
に
欠
か
せ
な
い

食
物
で
す
。
冬
の
野
菜
の
少
な
い

季
節
の
食
物
と
し
て
栄
養
価
も
高

く
、
評
価
さ
れ
る
食
物
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
、
年
中
行
事
に
み
ら

れ
る
食
物
に
は
、
小
麦
ま
ん
じ
ゅ

う
に
茗
み
ょ
う
が荷
を
ま
い
て
焼
い
た
、
焼

き
餅
（
真
壁
町
東
山
田
地
区
）・
三

月
の
よ
ね
ま
ん
じ
ゅ
う
・
五
月
の

柏
餅
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
、
米
の
ほ
か
に
換
金
作
物
と
し
て
、
麦

を
は
じ
め
芋

い
も

・
大

だ

い

ず豆
・
小

あ

ず

き豆
・
大

だ
い

根
こ
ん

・
人

に
ん

参
じ
ん

・
ほ
う
れ
ん
草
・
胡ご

麻ま

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
物
が
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
食
材
が
、
祭
り
な
ど
の
特
別
な
日
や
人
寄
せ
行
事
を

通
じ
て
、
天
ぷ
ら
や
き
ん
ぴ
ら
・
け
ん
ち
ん
汁
な
ど
の
ご
馳
走
に
調

理
さ
れ
、
大
洗
や
銚
子
方
面
か
ら
運
ば
れ
る
秋さ

刀ん

魚ま

や
鮭

さ
け

な
ど
の
魚

料
理
も
そ
れ
に
加
わ
り
、
豊
か
な
食
生
活
が
作
り
出
さ
れ
ま
し
た
。

り
の
食
事
は
、
普
段
の
麦
飯
・
汁
・

漬
物
と
い
う
食
事
で
は
な
く
、
天

ぷ
ら
や
き
ん
ぴ
ら
・
け
ん
ち
ん
汁
・

白
し
ろ

和あ

❷
う
」

　

麦
の
収
穫
時
期
に
は
、
各

な
ど
に
し
た
り
し
ま
し
た
。

❸シ
ョ
ウ
マ
メ
」

　

ケ
シ
ョ
ウ
マ
メ
と
呼
ば
れ
る

豆
菓
子
は
、
大
豆
を
炒
っ
て
砂
糖

で
く
る
ん
だ
も
の
。

❶大飯
まつり

❹シモ
ツカレ

❶綿
わた

切りろ
くろ

　摘
つ

み取ら
れた綿

めん

花
か

の種取
りをす

る工程

がこれ
です。

これに
は、綿

切りろ
くろと

いう器
具が使

われま
す。取

っ手を
廻しな

がら手
前から

綿花を
入れる

と、種
がきれ

いにと
れて下

に落ち
、先か

ら種の
取られ

た綿が
出てき

ます。

　綿の
種取り

は、子
どもた

ちの担
当でも

あり
、「夜

わり
」と
呼ば
れた
夜な
べ仕
事

でした
。（資

料館藏
）

❷石屋
職人の

仕事着

　（大
正時代

　旧真
壁町山

尾地区
）

❸田植
え風景

　（昭
和 17

年　旧岩
瀬中
里地
区）
水田
を

平に
する
なら
し棒
、馬
に馬

ま

鍬
ぐわ

を引
かせ
、

馬の鼻
取りを

してい
るのが

見えま
す。

　横に
整列し

ている
女たち

の姿は
当時の

野良の
風景で

あり、
手ぬぐ

いの姉
さんか

ぶり、
野
の

良
ら

襦
じゅ

袢
ばん

に紺股
もも

引
ひき

、裂き
織りの

野

良帯を
して前

掛けを
してい

ます。

桜
川
が
も
た
ら
し
た

木
綿
文
化

❷小麦

　まん
じゅう

❷ 

石
屋
職
人
の
仕
事
着

❸
田
植
え
風
景

❶綿
わた

切りろ
くろ

桜
川
市

の歴
史にみ

る

衣・食・

住

桜
川
市

の歴
史にみ

る

衣・食・

住

桜
川
市

の歴
史にみ

る

衣・食・

住

桜
川
市

の歴
史にみ

る

衣・食・

住

桜
川
市

の歴
史にみ

る

衣・食・

住

桜
川
市

の歴
史にみ

る

衣・食・

住

❸ケシ
ョウマ

メ

「桜川市の歴史にみる　衣・食・
住」などを掲載した7月号が「佳
作」に選ばれました。

写
真
（
一
枚
写
真
）
の
部
で
は
「
山や

ま

古こ

志し

に
響
け
希
望
の
鐘
の
音
」
の
11
月
号
表
紙

が
「
努
力
賞
」
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

※表紙の画像をクリックすると広報紙がご覧いただけます。

http://www.city.sakuragawa.lg.jp/kurashi/kouhou/pdf/kouhoupdf/20070701_43.pdf
http://www.city.sakuragawa.lg.jp/kurashi/kouhou/pdf/kouhoupdf/20071101_51.pdf

