
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ゆの新聞編集委員 
記者・編集：尾中ひとみ、石崎肇子、江波久実子、大田恵子 

11 月 17 日（土）、三世代ふれあい参観日が湯野小学校で開

かれました。当日はあいにくの雨でしたが、1 年生は昔の遊

び、2 年生は凧づくり、3 年生は竹とんぼづくり、4 年生はし

め縄づくり、5 年生はぽんぽら飯づくり、6 年生は昔の食事づ

くりを行いました。全校生徒 38 名に対し、地域の先生 32 名

が参加され、1 時間の授業は楽しくなごやかにあっという間に

終わりました。 

 その後、例年であれば各教室で、JA 女性部の方々がつくっ

た芋ご飯と、有志の方が用意された手作りの漬物をいただくの

ですが、今年はコロナ渦で中止となってしまいました。来年は

三世代で楽しく食事ができたらいいですね。 

FC コンフィアンサ

（湯野、戸田、夜市、

福川、福川南小児童）

が、11 月 29 日に開

催された第 25 回熊野

杯で優勝しました‼ 

毎年 11 月 23 日に神田神社のしめ縄づくりを行っていま

す。昔から南古屋と北古屋の氏子（5 人）により行われていま

したが、高齢化により 3 人にまでになりました。一時しめ縄づ

くりが途絶えそうになりましたが、古屋自治会の有志により存

続させることとなりました。 

 しめ縄づくりは、鳥居 3.3ｍ、社殿 3.2ｍ、天神様 2.0ｍ、

の 3 本つくります。 

①最初に安全にできるようにお清めを行います。 

②稲藁を槌でたたいて柔らかくしていきます。（しんどいです） 

③柔らかくなったら稲わらの袴をとり綺麗にします。（手の油が

なくなります） 

④直径 3 ㎝くらいのわら束（もち）をたくさんつくります。 

⑤しめ縄の頭の部分をつくり、はしごに吊るします。 

⑥頭の部分を 3 等分して縄をないます。 

⑦縄が細くならないように「もち」を継ぎだしていきます。（握

力がなくなります） 

⑧縄をはさみで綺麗に整えます。 

⑨「さがり」を各縄に 3 個つくり「御幣」をつけて出来上がり

です。 

 神田神社の御参りの際には、ちょっとだけ上を向いてみてく

ださいね。                （国田 浩さん） 

１月１６日に開催を予定しておりましたどんど焼き

（会場：湯野小学校）は、新型コロナウイルス感染防

止のため中止となりました。ご理解いただきますよ

う、宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 15 号 

１月  １日 金曜日 

令和２年３月、完成しました！ 

遺影にします☺ 

 二児のパパです♪ 

 

身体はボロボロ… 

心は二十歳‼ 

２０２１年、パワー全開でがんばります！ 

今年も元気に頑張ります！ 

 

湯野、戸田、夜市小学校区の皆、 

一緒にサッカーやりましょう♪⚽ 

恥ずかしい～💦 

 

もうひと頑張りします！ 

やれやれ… 

 

2021 年（令和 3 年） 

[発行] 

湯野地区ｺﾐｭﾆﾃｨ協議会 

 

[配布協力] 

湯野地区自治会連合会 

 

 [協力] 

湯野市民センター 

 

❀数字で見る湯野❀（令和 2 年 11 月末現在） 

総  人  口：1,293 人  

男 性：  596 人  

女  性：  697 人  

65歳以上：  623 人  

高 齢 化 率：48.18％ 

世 帯 数：672 世帯 

       

（   -30 ） 

（    -9 ） 

（   -21 ） 

（    +1 ） 

（ +1.17 ） 

（    -2 ） 

2021年の 

『ゆの新聞』は 

年男年女の皆さんから 

スタートです‼ 

[ｶｯｺ内は前年同月比] 

今年は年男、頑張るよ！ 

 

次の丑年まで頑張れるかなぁ⁉ 

 



 

 

 

 

 

 

気 に な る 講 座 が あ る 方 は 湯 野 市 民 セ ン タ ー ま で お 気 軽 に お 問 合 せ く だ さ い ！ 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

湯 野 市 民 セ ン タ ー からのお知らせ 

市 民 セ ン タ ー 講 座 を ご 紹 介 し ま す ！ 

【発行元】湯野市民センター（周南市大字湯野 4230－1）☎：83－2002 ✉：yuno-ko@city.shunan.lg.jp 

 

○活動日時：毎月第２、第４水曜日  

９：３０～１２：００ 

○活動内容：編物 

○費  用：２，０００円／月 

○活動日時：毎月第２・３・４火曜日 

      １３：００～１５：００ 

○活動内容：歌謡練習 

○費  用：１，０００円/月 

 

◎ 代 表 者 よ り ひ と こ と 

 当教室は、全員が指導者であり、何事も全員全員で

行っている演歌が大好きな仲間です。 

 演歌のお好きな方はご入会をお待ちしております         

 

 世の中が凄いスピードで変化していますが、私たち

はスローで、一本の糸を良い作品に仕上げるため楽し

く活動しています。日々足腰は衰えておりますが、お

陰様で手と口は達者です。皆さんととても楽しい編物

教室です。 

一度参加してみませんか？お待ちしております。 

 

■湯野歌謡教室 

 

■編物教室 

 

◎ 代 表 者 よ り ひ と こ と 

 正式名称は「周南市消防団第 5 方面隊 18 分団 

第２支部」です。現在、湯野地区消防団員数は 2 

5 名となります。団員は自営の方や会社員の方な 

ど本業を持つ人たちがほとんどです。地域の防災 

活動の主として活動をしており、その他行政・地 

域から要望があれば出動する体制となっています。 

湯野地区が水害等にみまわれた際は水防団として出動する場合もあります。近年は、火災時

の消火活動と共に豪雨災害時の防水活動の訓練などにも取り組んでいます。11 月８日には

戸田地区と合同訓練を行いました。また、毎年年末には、湯野小の児童と夜回りを行ってい

ます。 

現在欠員が 3 名ほどあります。湯野地区にお住まい・お勤めの 18歳以上の男女問わず、

誰でも入団できます。他地区の消防団では、女性も入団されている事例もあります。この機

会に湯野消防団に興味がある方、自分の住む町の防災に参加してみたい方は是非入団の検討

をされてみてください。                       （湯野消防団） 
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 リレー随筆、同級生シリーズアンカーの松田です。 

我が家の農業は、春から秋にかけての９反２畝の稲 

つくりと、秋から春にかけてのシイタケ栽培に分け 

られます。今日はシイタケ栽培について少しお話を 

してみようと思います。 

 私が子供の頃、我が家では祖父が家庭菜園程度の 

シイタケ栽培をしていました。小学生だった私は祖 

父に習い、シイタケの菌打ち、その後の仮伏せなど 

の手伝いをしていました。当時の菌打ちはまだドリ 

ルではなく、ハンマー型の穴あけ器で原木に穴をあけ、そのハンマーの頭の反対側で菌を打ち込むというようなやり

方でした。また、原木も自分で抱えられるものは自分で抱えて裏庭に仮伏せをしていました。大人と同じことをして

いるという自負があり興味をもって手伝っていたのを覚えています。 

 仮伏せから２,３か月してホダ木を運搬車に載せて裏の竹やぶに持って行き本伏せをするのですが、忘れた頃（今思

うと約１年半経った頃）にその竹やぶに行ってみると、なんとまあ、まん丸の栗饅頭のようなきれいなシイタケがホ

ダ木に鈴なりに生
な

っているではありませんか。子供心に「自分が打ったシイタケの菌がこんなにきれいな形で生
な

っ

た！」と感動し、心を躍らしてシイタケを捥
も

いで我が家に帰ったのを覚えています。この思い出が定年後にシイタケ

栽培を始めたきっかけです。 

  

 

次回は貞光隆さんです。 

 シイタケ栽培を始めて９年になります。

現在、栽培中のホダ木は約 2,000 本になり

ましたが、栽培作業はまだまだ暗中模索の

連続です。冬の極寒の時にはシイタケの芽

は成長せず死んでしまいます。大雨が降る

とシイタケは雨子となり商品価値は大きく

低下します。その対策として二年前にビニ

ールハウスを１棟建てましたが、そこに待

っていたのが水の問題です。「シイタケづく

りは水商売」という言葉を椎茸セミナーで 

 

４月から湯野支所にてお世話になっていた田村が出産による休暇

に入りましたため、その後任として１１月から湯野支所に配属さ

れました。地名や所在等々、０から学ぶこととなりますので不慣

れな点も多々あるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

湯野支所 和田 貴
たか

臣
おみ

 

聞きました。ビニールハウスの中には雨は降らないので水の管理が大変だという意味です。シイ

タケは適度の雨が降ると発芽することは周知の事実です。散水設備を設けていますが、散水する

タイミングと水の量が問題なのです。シイタケ栽培をしている知り合いにこの水の問題も含め、

いろいろなことを聞いてみても人によって回答はまちまちのことが多く、結局自分で試行錯誤を

繰り返しながら一番良い方法を体得していくことが最も大切だと感じています。 

これ以上規模を大きくしないで試行錯誤を繰り返しながら質の良いシイタケをつくることを目

指したいと思っています。６０年前のあの感動を心に持ち続ける限り、まだまだいろんな挑

戦ができそうです。 

 

mailto:yuno-ko@city.shunan.lg.jp

