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香
取
遺
産

　

市
の
北
部
を
流
れ
る
利
根
川

流
域
の
台
地
上
に
は
、
数
多
く

の
貝
塚
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
時
代
以
降
、
多
く
の
研
究

者
が
当
地
を
訪
れ
て
発
掘
調
査

を
行
い
、
そ
の
成
果
を
学
界
で

発
表
し
た
こ
と
か
ら
、
全
国
的

に
著
名
な
貝
塚
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。

　

小
見
川
南
小
学
校
の
西
側
に

あ
る
阿あ

玉た
ま

台だ
い

貝
塚
は
、
市
内
で

最
も
著
名
な
貝
塚
の
ひ
と
つ
で
、

縄
文
時
代
中
期
（
4
～
5
千
年

前
）
こ
ろ
の
も
の
で
す
。
阿
玉

台
区
の
共
同
墓
地
と
な
っ
て
い

る
台
地
平
坦
部
と
、
そ
れ
を
取

り
囲
む
台
地
斜
面
か
ら
な
り
、

斜
面
部
に
は
5
カ
所
の
貝
層
が

確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
台
地
平

坦
部
に
人
々
が
居
住
し
、
周
囲

の
斜
面
に
貝
殻
を
捨
て
た
の
で

し
ょ
う
。

　

記
録
に
残
る
最
初
の
発
掘
調

査
は
、
明
治
27
年
に
東
京
帝
国

大
学
（
現
在
の
東
京
大
学
）
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た
調
査
で
す
。

　

調
査
で
は
、
口
縁
部
に
独
特

の
装
飾
が
施
さ
れ
、
胎た

い

土ど

に
雲う

ん

母も

を
含
む
土
器
が
注
目
さ
れ
ま

し
た
。
そ
れ
以
降
、
こ
の
土
器

は
阿
玉
台
式
土
器
と
呼
ば
れ
、

本
貝
塚
は
そ
の
標
式
遺
跡
と
し

て
広
く
知
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　

昭
和
32
年
に
は
、
利
根
川
下

流
域
の
貝
塚
調
査
を
精
力
的
に

行
っ
て
い
た
早
稲
田
大
学
の
西

村
正
衛
教
授
に
よ
っ
て
、
本
格

的
な
調
査
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

こ
こ
で
は
、
阿
玉
台
式
土
器
が

層
位
的
に
発
掘
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
阿
玉
台
式
土
器
の
変
遷

過
程
を
5
段
階
に
細
分
す
る
と

い
う
研
究
成
果
が
発
表
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
成
果
は
今
で
も
、

阿
玉
台
式
土
器
研
究
の
基
礎
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　

阿
玉
台
式
土
器
は
、
前
に
述

べ
た
特
徴
の
ほ
か
に
、
粘
土
紐

を
帯
状
に
貼
り
付
け
た
文
様
や
、

幅
の
狭
い
板
状
工
具
や
半
分
に

割
っ
た
篠
竹
の
先
端
を
連
続
し

て
押
し
付
け
た
文
様
が
特
徴
で

す
。
縄
文
時
代
中
期
の
初
め
ご

ろ
に
、
東
関
東
地
方
を
中
心
に

分
布
し
て
い
ま
す
。

　

県
内
に
は
、
東
京
湾
沿
岸
地

域
に
も
、
加か

曽そ

利り

貝
塚
な
ど
の

有
名
な
貝
塚
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
都
市
部
に
あ

る
貝
塚
は
周
辺
の
開
発
が
進
み
、

貝
塚
だ
け
が
保
存
さ
れ
て
い
る

の
が
大
半
で
す
。
そ
れ
に
対
し
、

本
市
に
残
る
貝
塚
は
、
周
辺
の

自
然
環
境
を
含
め
て
良
好
な
状

態
で
現
在
ま
で
保
た
れ
て
い
ま

す
。

　

昭
和
43
年
、
本
貝
塚
は
国
の

史
跡
に
指
定
さ
れ
、
現
在
は
地

元
の
皆
さ
ん
に
よ
っ
て
保
存
・

管
理
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
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／
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生
ま
れ
て
初
め
て
傘
を
見
た
キ

リ
・
マ
マ
お
じ
さ
ん
は
綺
麗
で
便
利

な
傘
を
買
っ
て
村
に
帰
る
。し
か
し
、

途
中
の
コ
ー
ヒ
ー
店
で
傘
を
盗
ま
れ

て
し
ま
い
、
お
じ
さ
ん
は
あ
る
方
法

で
か
さ
ど
ろ
ぼ
う
を
捕
ま
え
る
。
色

彩
鮮
や
か
な
ス
リ
ラ
ン
カ
の
絵
本
。
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阿玉台式土器の
標式遺跡

「阿玉台貝塚」

▲石碑 ▲阿玉台貝塚近景(散策路と梅林)

　巨大地震から3カ月。各地で復
旧作業も進んでおりますが、液状
化により、場所によっては地域全
体が深く沈下した地区もあり、復
旧に向けて、下水や雨水処理をは
じめとした課題も残っておりま
す。
　現在、建設部を中心に「プロジェ
クトチーム」を立ち上げ、インフ
ラの復旧や、都市基盤の再建をは
じめとした、復興計画の策定に向
けて準備を進めておりますが、一
人でも多くの市民の声を聴き、被
災者の心身ケアを行うとともに、

地域支援を拡充し、ボランティア
などの活動を推進しながら、市民
協働による災害に強いまちづくり
を目指します。
　さて、震災の影響により、開催
が危ぶまれた「水郷おみがわ花火
大会」も、関係機関の絶大なるご
理解とご協力により、開催する運
びとなりました。
　明治41年から続く、歴史と伝統
あるこの花火大会を、本市の復興
に向けての大きな合図として、そ
の狼

の ろ し

煙を高々と打ち上げたいと思
います。
　「つながろう　かとり」の、ロ
ゴマークが示す通り、人と人とが
手を取り合い、その心を一つにす
ることで、かつてないこの難局を
乗り越えて参りますので、今後と
も、よろしくお願いいたします。

市長歳時記 第1回

　

震
災
に
よ
り
、
伝
統
的

な
町
並
み
に
大
き
な
被
害

を
受
け
た
佐
原
地
区
で
は
、

佐
原
囃
子
で
ま
ち
を
元
気

に
し
よ
う
と
、
復
興
を
呼
び

か
け
る
イ
ベ
ン
ト
﹁
佐
原
ば

や
し
Ｇ
Ｅ
Ｚ
Ａ
﹂
が
5
月
21

日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

イ
ベ
ン
ト
で
は
、
佐
原
囃

子
の
下
座
連
な
ど
8
団
体

が
リ
レ
ー
形
式
で
演
奏
を

披
露
し
、
多
く
の
聴
衆
が
集

ま
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
復
興
の
支
援
と

し
て
会
場
で
集
め
ら
れ
た

1
1
0
万
2
0
8
9
円
は
、

香
取
市
の
義
援
金
に
寄
付

さ
れ
ま
し
た
。

▲多くの聴衆を前に佐原囃子を披露する

₅月22日米粉でおいしい料理づくり
　

米
の
消
費
拡
大
で
注
目
を
集
め
る

﹁
米
粉
﹂
を
使
っ
た
親
子
料
理
教
室
が
、

山
田
児
童
館
で
開
催
さ
れ
、
₉
組
の
親

子
が
参
加
し
ま
し
た
。
男
の
子
や
お
父

さ
ん
の
参
加
も
あ
り
、
餃
子
、
ド
ー
ナ

ツ
、
す
い
と
ん
作
り
に
挑
戦
。
完
成
し

た
料
理
を
、
子
ど
も
た
ち
は
﹁
お
い
し

い
！
﹂
と
お
か
わ
り
し
て
堪
能
し
ま
し

た
。

₅月22日日ごろの成果を披露
　

春
の
開
催
は
初
め
て
と
な
る
、
第
₁

回
香
取
市
山
田
春
の
文
化
祭
が
山
田
公

民
館
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
日
ご
ろ
の

成
果
を
発
表
す
る
場
と
し
て
、
絵
画
や

書
画
、
生
け
花
な
ど
の
展
示
の
ほ
か
、

ホ
ー
ル
で
は
多
く
の
演
奏
や
ダ
ン
ス
、

舞
踏
な
ど
、
芸
能
部
の
発
表
が
披
露
さ

れ
ま
し
た
。

座でまちを元気に
リレー形式で₈団体が演奏下




