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１　わたしたちの市のようす
　⑴　高く高くとんでみたら

平成30年11月撮影

慶應義塾大学ドローン社会共創コンソーシアム撮影

① 滝 根 地 区
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平成30年11月撮影② 大 越 地 区
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平成30年11月撮影③ 都 路 地 区
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平成30年11月撮影④ 常 葉 地 区
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平成30年11月撮影⑤ 船 引 地 区

10



平成30年11月撮影　 船 引 地 区
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⑵　田村市全体のようす

ぼくたちの学校は，
どこにあるのかな。

わたしたちが住んでいる田村市は，
どんなところなのかな。

田村市の形です。

田村市のことについて，知りたいことを話し合ってみましょう。

○

○

○

○
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田村市の白地図
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⑶　田村市の土地のようす

ぼくたちの住んでいる
ところは，どんなよう
すかな。

茶色のところは，
どんなところですか。

高いところ

少し高いところ

ひくいところ

　この地図は国土地理院長の承認を得て，同院発行の1/200,000地勢図を複製
したものです。（承認番号平17東複第22号）

　滝根町菅谷には、川が流れ始める場所（分水れい）がありま
す。場所は、菅谷駅から入水鍾乳洞方面へ約300ｍ、「菅谷会館」
の後ろの川です。
　菅谷の仙台平周辺に降った雨は、入水鍾乳洞から出て、ここの
分水れいで分かれ、神俣方面の梵天川と、大越方面の牧野川へ流
れます。

ミニ知識（分水れい）ミニ知識（分水れい）

0 4km
（1cm＝2km）

N
北

南

西 東

たき　ね　まち すが　や

すが　や えき

すが　や せんだいひら

かんまた ぼんてん がわ おおごえ まき の　がわ

すが　や かいかんいりみずしょうにゅうどう

いりみずしょうにゅうどう
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① 田村市の土地利用

　田村市の土地のつかわれ方を色分けしてあります。
　前のページの地図とくらべて，土地のつかわれ方をふき
出しにまとめ，話し合いましょう。

森林

田や畑

家や店の
多いところ
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② 森林や田畑の多いところ

　田村市は阿武隈高地の中にあって，山が多く平らな土地
が少ないため，農作物を育てるためにいろいろなくふうを
しています。

水田は，どのあたりに
ありますか。

水田が広がっているところと，
畑が広がっているところが

あります。

　　　　　　　　　　あ ぶ く ま
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③ 店や家の多いところ

店や家が多いところは，どんな様子になっているでしょう。

　店などのほかに，どんなしせつなどが，どんなところに
あるかしらべてみましょう。

店が多いところと，
家が多いところがあるわ。
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④ 工場の集まっているところ

　ここは，工場があつ
まっている「工業団地」
というところです。

　すんでいるところの近くには，どんな工場があるかしら
べてみましょう。
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２　人びとのしごととわたしたちのくらし
　⑴　スーパーマーケット
　　① スーパーマーケットをたずねたよ

　まちではたらく人たちのしごとは，わたしたちのくらし
とつながっているようです。

なにかわけがあるのかな。
みんなで調べてみようよ。

どうして，よくりよう
されているのかな。
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　スーパーマーケットでは，みなさんが買いやすいように
どんなくふうをしているでしょうか。

大きいスーパー
マーケットだね。

どうしてこんなに
たくさんのお客さん
が来るのかな。

リサイクルボックス地場産品売り場

食 料 品売り場

じ　ば さんぴん う 　　 ば

しょくりょうひん う 　　 ば　

日用品売り場
にちようひんう 　　 ば

出入口
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② お客さんを集めるくふうを考えよう

品物は，しゅるいごとにきちんとならべられています。

何のための部屋
なのかな。

品物のならべかたは，
いつも同じですか。

何のための
きかいなの
かしら。

品物は，なんしゅ
るいぐらいあるの
ですか。
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店長さんのお話
　店の品物を大きく分けると，食べ物，日用品の２しゅるい
です。
　きせつにあったおいしい野菜やくだもの，魚などを食べて
もらうために，仕入れの仕方やならべ方をくふうしています。

いろんなお店が
集まっていたよ。

店長さんへのしつもんコーナー
○品物を売るために，どんなくふうをしているのか調べましょう。
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③ お店の人のいろいろな仕事

品物をならべる レジをうって品物をわたす

○ほかには，どんな仕事があるかしらべましょう。
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④ たくさんのお客さん

　ひろしくんは，お客さんのために気をつけていることをしつもんしま
した。店長さんは，「しんせんで，安全・安心な品物を買っていただく
ことを大切にしています。」とせつめいしてくださいました。

品物が多いとか，ねだんがやすい
というだけでたくさんのお客さん
が来るのですか。

お客さんがどこから来るのか，調べてみました。

スーパー
マーケット

葛尾村
かつらお

三春町
　みはる

郡山市
こおりやま

小野町
　お　の

二本松市
にほんまつ

船引

船引

常葉
都路

大越

滝根

いわき市
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⑤ 品物はどこから

　調べてみると，わたしたちの町で作られているものだけで
なく，よその県や外国からもたくさんおくられてきています。
　調べたことを，みんなで絵にまとめてみましょう。

お店の品物は，ぜ
んぶわたしたちの
町でつくられてい
るのかしら。

どこでつくられて
いるんだろう。遠
くからも来ている
のかな。

品物は，どこから来るのかな。
北海道
ほっかいどう

青森県
あおもりけん

山形県
やまがたけん

福島県
ふくしまけん

静岡県
しずおかけん

エクアドル
フィリピン

愛媛県
　え ひめけん 千葉県

　ち　ば けん

佐賀県
　さ　が けん
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　　品物はどこから来るのかな
　～調べたことを地図にまとめてみよう～
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⑵　とくしょくのある店
　① 常葉町の商店街 どんなお店が

あるのかな。

どんなところに，
お店が集まって
いるかな。

気づいたことを書いてみよう

美容院

文房具店

理容室

寿司屋

薬店

美容院

1

2

3

4

5

6

魚屋

金物屋

八百屋

書店・化粧品店

衣料品店

クリーニング店

7

8

9

10

11

12

ギフトショップ

衣料品店

菓子店

食堂

13

14

15

16

しょうてんがい

びよういん

ぶんぼうぐてん

りようしつ

す　し　や

やくてん

びよういん

さかなや

かなものや

や　お　や

しょてん　　けしょうひんてん

いりょうひんてん

　　　　　　　　　　　　てん

いりょうひんてん

か し て ん

しょくどう
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商店街でくふうしているところをさがしてみましょう。

常葉町の商店街

このがいとうがあれば
夜でも安心だね。

買い物の時に
べんりだね。

あっ！
カブトムシ！

整備された歩道

お客さん用のちゅう車場

しょうてんがい

　　　　　　　 しょうてんがい

せいび
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② 店どうしで力を合わせて

４月　がいとうに桜をかざる。
５月　花のプランターをじゅんびする。
６月　市のちゅう車場のそうじをする。
８月　がいとうに七夕かざりをかざる。
　　　常葉ぼんおどりに協力する。
10月　がいとうにもみじをかざる。
11月　商工まつり「ふれあい三日市」
　　　をひらく。フリーマーケットや
　　　ちゅうせん会をする。
12月　「いーなカード」で年末大売出しをする。市がい地のがいとうに，
　　　イルミネーションを取り付ける。
１月　「いーなカード」で年末大売出しのちゅうせん会をする。
　　　初売りをする。

かざりは，店どう
しで力を合わせて
きせつによってか
えるんだよ。

商店街のおじさんのしごと

○　「マイバック・マイふろしき運動」買い物の時にもらうレジぶくろ
　　や紙ぶくろを使わずに，マイバックやふろしきを使ってごみを減ら
　　そうという運動を行っています。
○　古着を集めてもう一度使ったり，外国に送ったりしています。また，
　　家庭などで出る一度使った食油（廃食油）を集めて，バイオ燃料に
　　変える活動もしています。

商店街のみなさんで取り組んでいること

七夕かざりがかざられたがいとう

お客さんを
集めるくふう

宝くじつきの
買い物カード

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はいしょくゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねんりょう

しょうてんがい

しょうてんがい
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③ 近所の店

よくおかしを買いに行く
よ。近いからほしい時に
歩いて買いにいけるよ。

店の人に親せつにして
もらったり，おまけを
してもらったりしたこ
とがあるよ。

「夜おそくまでやっている
から，とてもべんりでたす
かるよ。」とお母さんが
言っていたよ。
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④ 新しい形の商店

いろいろなお店が
集まっているわ。
たくさんのお店が
あるから，楽しく
買い物をしたり食
事をしたりできそ
うだわ。

大きなスーパーマー
ケットが，このショッ
ピングパークの中心
にあったよ。

駐車場が広いから
いつでも駐車でき
そうだね。これな
ら，安心して車で
遠くから来ること
ができるね。

いろんなお店がならんだショッピングパーク

450～500台程度の車をとめられる広い駐車場

大型せんもん店

てい　ど ちゅうしゃじょう

ちゅうしゃじょう

　　　　　　　　ちゅうしゃ
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このようにまとめてみました。

ぼくたちは，
「食品売り場の各
コーナーのようす」
を調べたグループで
す。新聞にまとめて
みました。

わたしたちは，「スーパーマーケット」の学習で，
　1)　お客さんの気持ち
　2)　はたらいている人たちのようす
　3)　たてものの中のようす
　4)　たくさん売るためのくふう（チラシなど）
のグループに分かれて調べました。
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田村市の農業産出額

鶏
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1.9 1.2 0.5 0.1 0.1

農林水産省東北農政局
令和２年度市町村別農業産出額（統計）データベース

⑶　農家のしごと
　① 田村市の農家でつくられているもの
みんなの家のまわりでは，どんな作物などをつくっているのかな？
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3534

　田村市のいんげんは，とても品質がよいのでひょうばん

です。田村市はけいしゃ地が多く，水はけがよいので，い

んげんをつくるのにとてもあっています。いんげんは，ほ

かの作物とくらべて，小さな畑でも育てることができるの

で，作業が少なくてすむよさがあります。

　野菜を作るのに大切なのは土です。そのため，いんげん

をつくりおえた秋には，たいひをたっぷり畑にいれます。いんげんの世話

をするのはたいへんだけれども，「おいしいいんげんですね。」と言われ

たときは，とてもうれしいです。

いんげんづくりのカレンダー

い
ん
げ
ん

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

し
ら
べ
た
野
菜

⑤いんげんの取り入れ

④畑の世話（虫はらい・葉をつむ・肥料まき）

①畑をたがやし、肥料をまく ⑥畑の世話

②たねをまく ③苗を畑にうえる
１１月から次の年の
３月まで，農家は何
をしているのかな？

　　②　いんげん作りについて調べてみよう
いんげんづくり農家のおじさんの話

　農家では，１年間どのような仕事をしているのでしょうか。

　ほかの農作物の１年の仕事をしらべてみよう。
　しらべたことを，作物づくりカレンダーにまとめてみよう。

どうして，月ごとに
３回に分けて，たね
をまいたり，なえを
植えたりしているの
かな？

いんげんのほかに
も，いろいろな野
菜がつくられてい
るね。どうして野
菜づくりがふえて
きたのかな？
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　　③いんげんはどこへ

①はこにつめる ②集荷場にはこぶ ③船引そさいセンターに集める

　取り入れたいんげんは，どこに送られるのかな？

　きまった大きさなどをそ
ろえ，箱に２㎏ずつ，いた
まないようにつめます。

　田村市に約10か所ある，
ＪＡの集荷場に運びます。

　そさいセンターの「真空
冷却装置」に入れて，しん
せんなまま運べるようにする。

　おじさんたち農家が集まって，JA（農業協同組合）を

つくっています。そこで，作物の育て方を勉強したり，出

荷の協力をしたりしています。はこにつめたいんげんは，

JAを通して，東京や大阪の市場に送ります。ほかの市や

町の人たちにも，安心して食べてもらえるように，出荷の

前にはかならず検査をしています。

●とれたてのいんげん  
　をしんせんなまま，遠
　くまで運ぶための工
　夫をしらべてみよう。

●いんげんを入れた箱
　一つ一つに，どうして
　作った人の名前を書
　くのか考えてみよう。

●安心して食べられる 
　野菜を作る工夫をし
　らべてみよう。

いんげんづくり農家のおじさんの話

いんげんを手で，一
本一本ていねいにそ
ろえて，はこにつめ
ているね。

出荷するはこ一つ
一つに，いんげんを
作った人の名前が，
書いてあるんだね。

しんくう

れいきゃくそうち

④そさいセンターで大型トラックにのせる ⑤市場にはこぶ ⑥店にならぶ

　その日の昼には，大型ト
ラックで東京などの市場に
おくられます。

　ほかの市や町に送られる野菜は，ＪＡ福島さくら船引そさいセンターに集められます。
　そさいセンターには，野菜を集めるためのしせつのほかにも，しんせんな
まま送るしせつや安心して食べられるか，けんさするきかいなどがあります。

　しんせんないんげんが，
東京や大阪の市場でせりに
かけられます。

おおさか
　店にならべられたいんげ
んは，ほかの市や町の人た
ちが買います。

　農家のみなさんが，くろう

して作った野菜をおいしく食

べてもらうように，「真空冷却

装置」でひやし，しんせんな

まま送るくふうをしています。

また，作物の安全をたかめる

ため，病気やがい虫をふせぐ農薬をすくなく

すむように使っています。また，とれた作物

の「放射性物質」のけんさもしています。

ＪＡではたらいている人の話

そさいセンターでは，いんげんなどの野菜
をほかの市や町におくるために，どんなく
ふうをしているのかな？

しんくうれいきゃく

▼放射性物質を測定する機械
ほうしゃせいぶっしつ

▲安全がたしかめられたことを
　しめす緑色のシール

そうち

ほうしゃせい  ぶっ　しつ



　⑷　工場のしごと
　　①田村市でつくられているもの
　田村市でつくられているものには，どのようなものがあるのでしょう。

わたしたちの市で
つくられているも
のには，どんなも
のがあるのかな。

うどんは，どこでどのようにして
つくられているのかな。
しらべてみよう。
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② めん工場

　うどんをつくっている工場を見学に行きました。
　中では，白いふくをきた人たちが，いっしょうけんめいはたらいていました。

うどんができるまで

② 材料と水を入れて，きかいでねる①うどんの材料の小麦粉と塩
こ む ぎ こ しお

③ ねったものを，きかいでうす
　 い板のようにする

④ 細長くなったうどんを切り，
　 集める

いた

⑤ ゆでる ⑥ おもさをはかる
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③ はたらく人のくふう

・よく手をあらう。
・ふくそうはいつもきちんとする。
・商品，品物のてんけん，日付の
　てんけんをする。

⑦ ふくろにいれる ⑧ 車につんで、はいたつする

入れ物やきかいの手入れ

　おいしいうどんをつくるために，おいしい水とよい

小麦粉をつかっています。水の温度が高いとおいしいめ

んができないので，水の温度にも気をつけています。

　うどん以外にも，中かめんやそばなどをくふうして

つくっています。 

はたらいている人の話

うどんをつくるの
にも，いろいろし
ごとがあるんだね。

こ　むぎ　こ
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　めん工場ではたらいている人に，せい品の送り先をしつもんしました。

せいひんはどこに送られるか

　この工場では，田村市内全部や三春町、小野町、郡山

市、本宮市の方までせい品をはいたつしています。食べ

物をとりあつかっているので，わるくならないようにほ

れい車もつかい，時間までにはいたつするようにしてい

ます。

　冬は道がこおるので，とくにたいへんです。これからも，学校のみんなや

お店に買いに来た人が，おいしく食べてくれるうどんをつくっていきます。

はたらいている人の話

はたらく人はどこから

うどんを運ぶ車

　みなさんのうちの近くの工場ではたらいている人は，どこの町からやって

くるか調べてみましょう

小野町
お　の

たきね

おおごえ

もとみや

みやこじ

滝根

大越

都路
船引

郡山市

本宮市

三
春
町

み  

は
る

と 

き
わ

常
葉
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④ 田村市の工場でつくられているもの

時計の部品をつくる工場
（船引）

石灰石を粉にする工場
（滝根）

パラシュートをつくる工場
（船引）

レンズをつくる工場
（大越）

いろいろな工場

ぶひん せっかいせき こな

みなさんは，めん工場のほかに，
どんな工場を知ってますか。
そこでは，どんなものがつくられ
ていますか。
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３　かわってきた人々のくらし
　⑴　古い道具と昔のくらし
昔の道具

田村市歴史民俗資料館

鉄びん（お湯をわかした） 蒸しがま（炭でごはんをたいた）
む

こなあな

すみてつ

水がめ
（水をくんでおいた）

いちこ
（ごはんがさめないように入れておいた）

石うす
（上の穴から豆などを入れて回して粉にした）

れしきみんぞくしりょうかん

むかし どうぐ
歴史民俗資料館には,

たくさんの昔の道具が

おいてあるよ。

れき し みんぞくしりょうかん

　　　　　　　　　　むかし　 ど う ぐ
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ランプ

当時の船引駅

はたおり機

100年くらい前

　みそやしょうゆのほか，着るものもたいていは自
分の家でつくっていたんだよ。電灯もなく，ランプ
を使っていたんだよ。昔の子どもの中には，子守りと
いって，よその家にずっと泊まって，赤ちゃんの面
倒をみる仕事をする人もいたね。

　磐越東線は，1917年（大正６年）に完成したんだよ。そのころは，
毎日のように弁当を持って汽車を見に行ったもんだ。
　田村市は当時，養蚕がさかんなところだったので，汽車のけむりで桑
が被害を受けるといって，鉄道を作るのに反対する人もいたそうだね。
　磐越東線が開通する前は，今の船引駅前は田んぼばかりで，家はあま
りなかったんだ。でも開通してからは，お店や家がたくさん立ち並ぶよ
うになったんだよ。磐越東線ができたことによって，町の中心地の様子
が変わってきたんだよ。

ばんえつとうせん

ようさん くわ

でんとう

き

めん

どう

ひがい
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そかいしてきた子ども せんそう中の教科書

戦争に使われた入水寺（滝根）の鐘

80年くらい前

　戦争のころは，空襲といって飛行機から爆弾が落とされ，たくさんの
人が命をうばわれたり，家を焼かれたりしたんだって。食べる物もなく
て，いもやすいとんが食べられるときはまだ良いほうで，草まで食べた
そうです。お寺の鐘も大切な金属として戦争に使われました。東京など
から，疎開（いなかに避難すること）してくる人もいたそうです。

　飛行機が飛んできて，大越の町に
何発も爆弾を落としていったんだよ。
とても大きな音がして，びっくりし
たよ。みんな自分の命を守るのにせ
いいっぱいで，一生懸命に山の方に
逃げたんだ。
　その空襲で，大越の家７６戸が燃え，
住民が４人ほど亡くなったんだよ。
亡くなった人の中には， 知っている
人もいたので，とても悲しかった。
もう２度とあんな思いはしたくないね。

ひ こ う き

ひ こ う きせんそう

いのち

かね きんぞく

そ か い ひ な ん

くうしゅう

や

ばくだん

ばくだん

かね

いっしょうけんめい

くうしゅう も

なな
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ムシムシランド（常葉）

田村市

船引駅

20年くらい前～ 　船引駅の２
階は田村市コ
ミュニティプ
ラザになって
いて，トレー
ニングジムや
図書コーナー
などがあるん
だよ。

　カブトムシ王国には，たく
さんの観光客が訪れます。田
村市には，有名な観光地がた
くさんあるのよ。

　星の村天文
台やあぶくま
洞などは，全
国でも有名で
す。

　平成17年に５つの町村が
合併して，田村市になったん
だよ。これからますますゆた
かになっていくといいね。

かんこうきゃく おとず

船引町 常葉町 都路町

滝根町

大越町
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昔のくらしを調べる計画を立てよう

昔のくらしの調べ方
１　調べること
　　・遊び　　・学校の様子　　・生活の様子　　・食べ物　など

２　調べる年
　　・100年くらい前　　・80年くらい前　　・20年くらい前

３　調べ方
　　・古い写真や資料をさがす　
　　・おじいちゃんやおばあちゃんなどに話を聞く

４　まとめ方
　　・年表にする　　・新聞を作る
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　⑵　のこしたいもの，つたえたいもの

　わたしたちの身の回りには，昔か
ら伝わる古いものや行事，お祭りな
どがほかにもたくさんあるはずだよ。
見学したり，調べたりしてみよう。

　図書館や学校にある
「田村市の文化財」と
いう本にも，くわしく
書いてあるよ。

安倍文殊菩薩堂の算額

田村市歴史民俗資料館

あ　べ　もんじゅ ぼさつどう

屋形のお人形様
や　かた にんぎょうさま

前田遺跡
まえ　だ

木造阿弥陀如来立像
もくぞう あ　み　だにょらいりゅうぞう

石橋遺跡
いしばし

子松の三匹獅子舞
こ　まつ

磯前神社社殿
いそざきじん じゃしゃでん

入水三十三観音
いりみずさんじゅうさんかんのん入三洞の三匹獅子舞

いりさんどう

旧大越娯楽場（大越武道館）
きゅうおおごえ

さんびき 　じ　し　まい

さんびき 　じ　し　まい

い　せき

さんがく

船引

田村市

都路

常葉

大越

滝根
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田村消防しょ管内でおきた火事の数
かんない

10

8

6

4

2

0
放
火・放
火
の
疑
い

（件）
令和３年に田村管内でおきた火事の主な原因

14

3029

37 35
40

31

24
20

24

70

60
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40
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0

（件）

（年）
平成
25

平成
26

平成
27

平成
28

平成
29

平成
30

令和
元

令和
２

令和3平成
24

田村消防しょ管内 田村市

おも　　げんいん

11

1919
23

20 20 20
16

11
15

９

た
き
火・火
入
れ

５

電
気
機
器
等
の
配
線

５

コ
ン
ロ

１

た
ば
こ

１

こ
た
つ

１

そ
の
他

８

４　くらしを守る
　⑴　火事がおきたら

火事だ。
火事の近くで，何を
しているんだろう？

ずいぶん火事が
多いわね。

火事のげん場のようす

※田村消防しょ管内とは，田村市，三春町，
　小野町です。（田村消防しょしらべ）

田村消防しょしらべ

かんない
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　① 消防しょへ行こう

田村消防しょへ行っ
て，消防しょの人の
しごとについて調べ
てきましょう。

訓練のようす
くんれん

消防自動車の点検

少年消防クラブ
一日消防士体験点検のようす

てんけん

消火せつびの点検
てんけん

　消防しょの人たちが，ふだんどのような仕事をしているのかくわしく教え
てくださいました。
「消防自動車や消火のための機械や道具が，きちんと動くように点検をした
り，すばやく行動できるようにきびしい訓練をくりかえしたりしています。」

き かい

くんれん

てんけん

消防しょの人は，い
つもどんなしごとを
しているのかな。
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　② 消防しょのくふう
火事にそなえて,
どのようなくふうを
しているのですか。

▲かみんのようす
　ふとんの中でからだを休めます。
　出動にそなえて、服は着たままです。

きんむの時間

０ ８
８月１日

休みＡさん 休み 休み

８月２日 ８月３日 ８月４日
16 ０ ８ 16 ０ ８ 16 ０ ８ 時

きんむ

▲防火衣とヘルメット

いつでも出動できるようにじゅんびをし
ています。特に，夜間は『かみん室』で
休みながら，火事にそなえています。また，
必ず一人は連らくを受けられるように，
おきて待機しているのです。

しゅつどう

とく やかん

たいき

消防しょの人たちのきんむ時間

すいみん

休みＢさん 休み 休み

Ｃさん 休み 休み

休み

※交代時間　午前８時30分
こうたい ごぜん

Ｄさん 休み
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　③ はやくかけつけるしくみ

消防しょいんさんの話

　　　　　　　　　わたしたちのしごとは，みなさんの
　　　　　　　　安全と命を守ることです。きけんな
　　　　　　　　こともありますが，大切なしごとなの
　　　　　　　　で，ほこりをもってはたらいています。
　火事がおきたら，もえ広がらないうちにできるだけ
早く消さなければなりません。そのためには，すばや
くげん場にかけつけられるように連らくのしくみをく
ふうしています。

火事がおきたとき，
消防しょの人はどう
してあんなに早くか
けつけることができ
るのですか。なに
かひみつがあるの
ですか。

※ファクシミリには、場所と種別が
　かいてある。ファクシミリを送っ
　たあと、電話で確認する。

しゅべつ

かくにん

無線連らくのようす
むせんれん

三春分しょ

都路分しょ

大越分遣しょ

滝根分しょ

小野分しょ

移分ちゅうしょ
郡山地方広域消防組合

消防本部通信指令課

こおりやまちほうこういきしょうぼうくみあい

しょうぼうほんぶ つうしん　し　れい　か 交通整理を
おねがいします。

コンピュターと無線で
けん

52



　④ まわりの市や町との協力

自分たちの市だけで
なく，まわりの市や
町どうしで助け合っ
ているんだね。

　「たくさんのたてものが火事になった場合には，どうするのかしら。」
　「きっと，となりの市や町の消防しょから，おうえんが来てくれるんじゃ
ないかな。」

郡山市と田村地区には，『郡山地方広域
消防組合』があります。いつどこで火事
がおきても，まわりの市町が協力してす
ばやく消火活動をするんだよ。

田村市の消防団員数　　実員1,179人／定員1,179人
　　（令和４年４月１日現在　田村市役所しらべ）
　　　※地区によっては女性消防団員もいます。

船引地区
423人 常葉地区

262人

大越地区
182人

都路地区
128人滝根地区

180人 本部
４人

消防しょいんさん

船引町
ふねひき郡 山 市

こおり　  やま

猪
苗
代
湖

い  

な
わ 

し
ろ

　こ

小野町
 お　の

大越町
おおごえ

都路町
みやこじ

常
葉
町

と
き

　わ

三
春
町

 

み

　は
る

滝
根
町

た
き

　ね

都路分しょ

郡山消防しょ

消 防 本 部 1

2

16

消 防 し ょ

分 し ょ 等

消 防 本 部

郡山地方広域消防組合のしくみ

田村消防しょ

大越分遣しょ

小野分しょ

三春分しょ

滝根分しょ

移分ちゅうしょ

こおりやま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こおりやまちほうこういき

しょうぼうくみあい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 きょうりょく
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　⑤ 火事にそなえて

学校のまわり
には，どんな
消防のせつび
があるのかな。

学校の中にも火事にそなえて，いろ
いろなせつびがあるんだね。自分の
学校には，どんなせつびがあるのか
しらべてみましょう。

消火せん 消火器 防火とびら

はいえんそうち 熱（煙）感知器 消防隊進入口

　　　　き

ねつ　けむり　かん　ち　き 　　　　たいしんにゅうぐち

学校のまわりのせつび調べ
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　⑥ さい害にそなえて

ぼうさい訓練のようす
くんれん

ぼうさい教育のようす

ぼうさい食

ぼうさい無線
　　　　　　　　むせん

さい害にそなえて，
どんなことをして
いるのかな？
また、どんなもの
が用意されている
かな。それは何の
ためかな？

大きなさい害が
おきたときに，
どうしたらよい
か話し合ってみ
ましょう。
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　⑦ 地震にそなえて
じ　しん

　田村市では、令和３年２月13日午後
11時８分ごろに発生した、福島県沖を
震源とするマグニチュード7.3、最大震
度６強の「令和３年２月　福島県沖地
震」により、建物の破損や停電等によ
る被害が発生しました。

おき

しんしん  げん

ど

は　そん てい でん

ひ　がい

●　福島県では、過去にどのくらい
　地震が起きているのかな？

■過去に福島県で起きた
　震度５以上の地震

■家具の置き方では、どんな
　工夫をしているかな？

■過去に福島県で起きた
　震度１以上の地震

■非常用持ち出しバックの
　準備は？

年代
2020 年代
2010 年代
2000 年代
1920 ～　
1990 年代
合計

５回
37 回（全国１位）

５回

17 回

64 回（全国２位）

震度５以上の回数

年代
2010 年代
2000 年代
1990 年代
合計

7430 回
1186 回
519 回

9135 回（全国１位）

震度１以上の回数

https://address-hazardmap.com/fukushima-earthquake/

●　地震にそなえよう

非常用持ち出しバックの内容の例
（人数分用意しましょう）
■飲料水、食料品
■貴重品
■救急用品
■ヘルメット、防災ずきん、マスク、軍手
■懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、携帯電話の
　充電器
■衣類、下着、毛布、タオル
■洗面用具、使い捨てカイロ、ウェットティッシュ、
　携帯トイレ
※乳児のいるご家庭は、ミルク・紙おむつ・ほ乳びん
　なども用意しておきましょう。
https://www.city.tamura.lg.jp/soshiki/8/saigaisonae.html
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平成28年

１人

平成29年

４人

平成30年

０人

令和元年

０人

令和２年

０人

令和３年

２人

年

なくなった人

　⑵　事故や事件からくらしを守る

　　① 交通事故のようす

　あきらくんとよし子さんが，事故
の写真を見て話し合っていると，先
生が右のしりょうを見せてくださ
いました。

「事故は，毎年どのくらいおきて
いるのかな。」
「けがをした人は，どれくらいい
るのかな。」
「なくなってしまった人はいるの
かな。」

車がめちゃめちゃだ。

事故げん場のようすおまわりさんのほかに，
オレンジ色の服をきて
いる人もいるね。

どうして，事故が
おきてしまうのだろう。

田村市の交通事故の数

62

50

40

5050
43

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年

80
70
60
50
40
30
20
10
0

(人)
事故の数（件）

（田村けいさつしょ調べ）

じ　こ

じ　こ

じ　けん

じ　こ

じ　こ

じ　こ

76

59

47

5759
52

けがをした人（人）
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交差点での違反（信号無視、一時不停止）
こう さ てん　　　　　い はん しんごう  む   し　　  いち じ    ふ てい  し

ぜんぽうふちゅうい

お　　　こ　　　い はん みぎがわつうこう

うんてん　　 ま ちが

あい て 　　　　　　　み
前方不注意
相手をよく見ていない
追い越し違反（右側通行）
運転の間違い
その他

た

②　交通事故の原いん
　あきらくんは，なぜこんなにたくさ
んの交通事故がおきているのか，ふし
ぎに思いました。
　そこで，よし子さんといっしょに田
村けいさつしょに行って，くわしく調
べてみることにしました。 田村けいさつしょ

なぜ，交通事故は
こんなに多いので
すか。

下のグラフは，田村市で令和
３年におきた交通事故の原い
んを表しています。どんなこ
とがわかるかな。

令和３年に田村市でおきた交通事故の原いん

車がわの原いんだけでなく，
車の直前直後
の横だんやと
び出しなどの
歩行者がわの
原いんもあり
ます。

交通ルールを
守らなかった
ために，事故
がおこったの
ね。

ちょっとした不注意から，
事故がおきているんだね。

22

11 11

3
1 2

30

20

10

0
（田村けいさつしょ調べ）

じ　こ

(人)

じ　こ

じ　こ

じ　こ

じ　こ

じ　こ

じ　こ
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③　交通事故がおきたら
「交通事故がおきたとき，どのように知らせが伝わるのだろう。」

じ　こ

交通事故連らくのしくみ

「110番の電話は，まず福島市にあるけいさつ本部の通信指令室につながる
んだね。」
「けいさつしょや消防しょへのれんらくは，専用の電話や無線ですばやくつ
たえられるそうよ。」

 １日およそ，400件もの

110番通報が，県内各地

からこの指令室に入ります。

つうほう

通信指令室のようす

つうしん し　れいしつ

せんよう   む  せん

じ　こ

じ　こ
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　地域のパトロールに力を入れていま

す。とくに，お年寄りが一人でくらし

ている家に行って，事件にあわないよ

うに声をかけています。

　また，地域の小学生をパトカーに乗

せて，交通安全をよびかける活動をし

たり，小学校に行き，不審者にあってしまったときにどうすればいいか

を教えたりしています。小学生のみなさんが，交通事故や事件にあわな

いことを願っています。

④　交番のおまわりさんの仕事
　あきらくんとよし子さんが，こんな話をしていました。
「先週，わたしのお姉ちゃんの自転車がなくなったの。」
「それでどうしたの。」
「近くの交番にとどけたら，きのう，見つかったってれんらくがきたの。」
「よかったね。でも，おまわりさんはどうやって自転車を見つけたのかな。」
　二人は，交番のおまわりさんに聞いてみることにしました。

「けいさつしょや，ほかの交番と協力して見つけたんだ。」
「おまわりさんは，ほかにどんな仕事をしているのか聞いてみよう。」

きょうりょく

おまわりさんのお話
ち いき

ち いき

しょうがくせい 　　じ　こ じ　けん

ふ しん しゃ

とし　よ

じ　けん

60



⑤　交通安全に役立っているせつび

みなさんも交通ルール

を守り,事故にあわない

ようにしましょう。

ガードレール 歩道橋

縁 石

標 識
ひょうしき

信号
しんごう

えん  せき

カーブミラー

ぼくたちの身のまわりに
ある安全のためのせつび
をさがしてみよう。

このせつびのおかげ
で，交通事故が少し
でもへるといいね。

じ　こ

じ　 こ
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⑥　わたしたちにできること

交通安全母の会の活動

学校での交通教室

子
ど
も
一
一
〇
番
の
家

整備された道路

「交通事故をなくすために，けいさつ
しょの他に，何か取り組んでいること
はないかしら。」

「ぼくの近所のおばさんが，交通安全
母の会の活動で，交通安全をよびかけ
ていたよ。」

「わたしたちのまわりにも，交通安全
のための運動やくふうがありそうね。」

じ　 こ

じ　 こ

じ

　 こ

せい  び

おそろしい交通事故をなく
すために，たくさんの人が，
力を合わせてがんばってい
るね。ぼくたちにもできる
ことは，どんなことがある
のかな。

わたしたちが，安全
に気をつければ，事
故をへらせるかもし
れないね。
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５　すみよいくらしをつくる
　⑴　水はどこから
　　① わたしたちが使う水の量

わたしたちの
町の水道事業所
に行って調べて
みましょうよ。

こんなに
たくさんの水を，
どうやって手に
入れるのだろう。

「田村市では，１日にどれくらいの水が使われているのでしょうか。」
田村市の水道事業所のおじさんに聞いてみました。

田村市で一人が一日に使う水の量（令和３年度の平均）
へいきん

一人が1日に，
1Lのペットボトルで
376本分も

使っているの。
たくさん使って
いるんだね。

（㎥）

（人）

（年度）

（年度）

7,100

6,937

7,020

7,074
7,115

平成 28 平成 29 平成 30 令和2 令和3

田村市で１日に使う水の量（㎥）
7,200

7,100

7,000

6,900

6,800

24,000

20,000

16,000

12,000

8,000

20,791 20,250 19,958 19,241 18,927

平成 28 平成 29 平成 30 令和2 令和3

田村市で水道を使う人のうつりかわり（人）

（田村市上下水道局）
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　② じゃ口の水はどこから

「水道」と「簡易水道」
というのがあるらしいね。
どんなちがいがあるの

かな。

ぼくの家の水は，
どこからきている水
なのかな。

　田村市では，どこから水を引いているのでしょう。（田村市水道事業の
給水区域）

1滝根小学校　　2大越小学校　　3都路小学校　　4常葉小学校　　5旧芦沢小学校
6船引南小学校　7船引小学校　　8美山小学校　　9旧緑小学校　　10旧瀬川小学校
11旧要田小学校

配水池・水源
浄水場

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

田村市役所
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　③ きれいな水をつくるくふう

水 道

簡易水道

　「水道の水は，どのようにつくられているのか田村市上下水道局で調べて
　みました。」

〈取入口〉 〈操作室〉
川の水やわき水をくみ上げます。
（写真は大滝根川の水をくみあ
げています。）

　ここで，水の取り入れ，

薬の投入、配水などの管理
を集中して行います。

 田村市の水道は，昭和39年にはじめてできました。
でんせん病をよぼうするために水道ができました。
　みんなが安心して飲めるきれいな水をたくさん送れ
るようにしているよ。でも，水はかぎりあるものだか
ら、むだづかいをしないで大切に使ってね。

〈配水池〉
　飲めるようになった水は，
送水ポンプでここに上げます。

〈配水管〉
　配水池の水を，各家庭，
工場などに送るパイプです。

〈沈でん池〉
　薬を入れて，目に見えない
小さなごみをしずめます。

田村市上下水道局　　82－1527
自分たちが住む地いきの水道のことを知りたいときは質問してみよう。

しつもん

上下水道局ではたらく人

おおたき　ね

　とりいれぐち

砂をしずめる

わき水

取入口

き
れ
い
な

　
　水

操作室

配水池へ

しょうどく薬をいれる

　そう さ しつ

はいすい ち

はいすい かん

ちん　　　 　ち
　　　　とうにゅう　 はいすい　　　　　　かん り

かく　か　てい
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　④ わたしたちの生活と下水道
げ すい どう

　平成16年4月から、大滝根川流域の４つの地いき(船引、常葉、大越、
滝根)では、大滝根水環境センターで下水が処理されるようになりました。

〈スクリーンポンプ室〉
　機械・かんし装置がベスト
な状態で運転・監視できるよ
うに点検しています。

〈監視室〉
　施設全体に異常がない
かチェックしています。

　この施設では，各家庭から出たよごれた水を微生物がきれいにしてくれているん
だよ。目に見えない小さな生き物が水をきたなくしているもとを食べて，きれいな
水にしているんだ。一日に25ｍプール４はい分（1,000㎥）の下水をきれいにす
ることができるんだよ。
　みんながこの施設を使うことによって，水洗トイレをふやしたり，まわりの川や
遠くの海をきれいにしたりすることができるんだよ！

し せつ

し せつ

かく か　てい  び　せい ぶつ

すいせん

〈水質検査室〉
　ほんとうにきれいになって
いるか，水質検査をして確か
めています。

　大滝根水環境センターで新しい命をふきこまれた水は，川へ流れ，命をつなぐ水の
バトンタッチがされるのです。

おおたき　ね　みずかんきょう

生活はい水は，どのように
きれいにされるのかしら？
  水道と同じなのかしら？

　大滝根水環境センターで
は、私たちの家から出る生
活はい水をきれいな水につ
くりかえているんだ！

　各家庭から出る生活はい水をきれいにしているのですが，こまってし
まうことがあります。まずは，はい水にごみがいっしょに流れてくるこ
とです。そうすると下水管がつまってしまうことがあるのです。また，
料理で使った油や洗たくで使った洗ざいが下水に流れてくるときがあり
ます。そうなると，水をきれいにしてくれる微生物が，はたらけなくな
ったり，ときにはしんでしまうことがあるのです。家庭からはい水を出

すときには，注意してほしいと呼びかけています。この施設で生まれ変わった水は，また
みなさんの飲み水の元になることを考えてほしいです。　

環境センターではたらく人の話
かく  か てい

 げ　すいかん

 げ　すい

 し　せつ

び せいぶつ

せん

よ

せん

おおたき ね りゅういき

すいしつけん さ　しつ

かん  し しつ

すいしつ けん  さ たし

し せつぜんたい いじょう

そう　ち

じょうたい

てんけん



⑤　きれいな水をつなげるために
　船引のほとんどの地いきで使われた水は，大滝根川に流されていきま
す。この川の水は，三春町や郡山市で水道水としてまた使われます。

おおたき　ね

　ぼくたちが使った水は，
どこまで流れていくのかな。

ぼくたちの他にも，
同じ川の水を使う
人たちがたくさん
いるんだね。きれ
いで安心して飲め
る水をしっかりバ
トンタッチしない
といけないね。

川をきれいにするた
めに地域では，どん
な活動があるのかし
ら。わたしたちが，
毎日の生活でできる
ことを考えていきた
いわね。

南相馬

富岡

ち いき

郡山
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知っているかな？〈暮らしに役立つ表示とマーク〉
○環境にやさしい商品マーク

○識別・リサイクルマーク

Ni-Cd

スチール缶
識別マーク

グリーンマーク

エコマーク

Ｒ（アール）マーク

PET ボトル
再利用品マーク

牛乳パック
リサイクルマーク

アルミ缶
識別マーク

PET ボトル
識別マーク

　資源有効利用促
進法に基づき，ス
チール缶飲料に付
けられたマークで
す。

プラスチッ
ク製容器包
装識別マー
ク

紙製容器
包装識別
マーク

充電式電池
リサイクル
マーク

　PET ボトル以外
の，プラスチック
製の容器包装に付
けられたマークで
す。

　紙製の容器包装（段
ボール及びアルミコー
ティングをしていない飲
料用紙パックを除く。）に
付けられたマークです。

充電式電池の識別を
するために付けられ
たマークで，下側に
充電式電池の種類が
記載されています。

　資源有効利用促
進法に基づき，ア
ルミ缶飲料に付け
られたマークです。

（田村市ホームページより）

　飲料・しょう油・
酒類のペットボトル
に表示されるマーク
です。材質は，PET
（ポリエチレン・テ
レフタレート）です。

　グリーンマーク事業は，古紙再生利用製品を多く使う
ことによって資源やエネルギーの節約，森林の保護など
の推進を図るものです。
古紙を再生利用したトイレットペーパーやティッシュペ
ーパーなどの商品に付いています。

　エコマークは，環境を破壊せず，環境を改善する効果
のある商品に付いています。環境にやさしい商品の使用
を推進することにより，環境保全の意識を高めることを
目的としています。

　Ｒマークは，再生紙を利用する場合，古紙のリサイク
ル率がわかるように，ごみ減量化国民会議で定めたマー
クです。

　PETボトルをリサイクルした商品がわかるように，
シャツやカーテン，カーペットなどに表示されてます。

　「全国牛乳パックの再利用を考える連絡会」が呼びか
けて作ったマーク。牛乳パックを再生利用したトイレッ
トペーパー等についています。
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　⑵　ごみのしょりと利用

　　① ごみを分ける

「学校から出るごみは,思っていたよりも多いんだね。」
「たくさんあるごみを,もやせるごみ・もやせないごみ・しげんごみに分
けてあるね。」
「ぼくの家でも,ごみは分けて出しているよ。」

もやせないごみもやせるごみ

り　よう

ゴミの出し方・分け方のちらし
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　　② ごみのゆくえ

「すてきな建物ね。何かしら。」
「ごみしゅう集所よ。」
「わあ,たくさんごみが入っているわ。」

「トラックにいろいろなごみがのせ
てあるね。」
　
「こんなにたくさんあるごみをいっ
たいどこへ運んでいくのだろう。」

ごみを集める様子

しゅう集所の中の様子ごみしゅう集所

〈あきらくんたちは、これらのごみをどのようにしょりするのか調べる
　ことにしました。〉

集めたごみは,たむらクリーンセンターに運ばれ

ます。

もやせるごみ・もやせないごみ・しげんごみ・き

けんごみ・そ大ごみにきちんと分けて,きめられ

た曜日に出してくださいね。
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たむらクリーンセンター

　③ もやすごみのゆくえ

センターのしくみの図

　あきらくんたちは，ごみのゆくえを調べるために，たむらクリーンセンター
へ行くことになりました。

たむらクリーンセンターは，ごみが焼却炉でもやされて灰に
なるまで，コンピューターがそれぞれの設備を自動で管理
します。ごみをもやしたときのけむりは，有害なぶっしつ
をとりのぞくから安心です。いやなにおいも出ません。

消石灰で，けむりの
中の有害物を取りの
ぞきます。

温度を下げるために
一日に約６０トンの
水を使います。

埋立地もいつかは
いっぱいになって
しまうね。

ごみを燃やしたとき，煙突
から出ているものは，おも
に水蒸気です。

〔中央操作室〕
ちゅうおうそう さ しつ

せつ　び

かん　り
センターの設備は，すべ
てここで管理します。

①ごみ計量機
　ここでごみの重さを
はかる。

②プラットホーム
　ここからごみを投入
する。

③ごみクレーン
　ごみをつかみ焼却炉
に入れる。

④焼却炉
　ごみをもやす。

〔ごみクレーン操作室〕

⑤埋立地
　もやせないごみをうめる。

うめたて　ちしょうきゃく ろ

しょうきゃく ろ

しょうせっかい

すいじょう き

えんとつ

うめ たて ち

せつ　び かん　り

ゆうがい

④灰搬出
はいはんしゅつ うめたて　ち

⑤埋立地へ

１日に30tのごみをもやしています。
もやした後のごみの重さは，もやす
前の重さの約７％で，１日で約2190
kgになります。



　　④ ごみが生まれ変わる
　市のごみの分け方を調べたあきらさんたちは，分けられたごみがどうなる
のかについて環境センターのおじさんに聞いてみました。

「ごみとしてすてているものの中には，もう一度使え
るものがあります。だからそれらをしげんごみと呼
んで区別しています。」

「しげんごみには,とかしたり細かくしたりして原料に
して使う（リサイクル）ことができるごみや，洗っ
てきれいにしてそのまま使う（リユース）ことがで
きるごみがあります。」

　　　　
　　　　　　　　　「そのため,市ではごみの分別しゅう集を行っています。
　　　　　　　　　いっしょにまぜてしまえばごみだけど,きちんと種類ご
　　　　　　　　　とに分ければ大切なしげんとして,また使うことができ
　　　　　　　　　ます。」

〈ごみの量をへらすための３Ｒ（アール）〉
【１つ目のＲ】Reduce（リデュース）：ごみを出さない

【２つ目のＲ】Reuse（リユース）：くり返し使う

かんきょう

ぶん べつ

しゅるい
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【３つ目のＲ】Recycle( リサイクル )：分別して再生利用する
ぶんべつ さいせい　 り　よう

41,809 39,594 37,220 36,792 36,079 35,427
40,000

30,000

20,000

10,000

0

（人）

（トン）
（％）

平成20 平成23 平成27 令和元 令和2 令和3

平成20 平成23 平成27 令和元 令和2 令和3

田村市の人口

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

０

５

１０

１５

２０

２５

平成20 平成23 平成27 令和元 令和2 令和3

田村市のごみの量 田村市のリサイクル率

19.2
20.8

24.0
23.0

15.0

19.7

⑤ごみをへらす取り組み ～田村市のリサイクル率～
りつ

田村市の人口とごみの量、リ
サイクル率は、どのように変
化しているかな。ごみをもっ
とへらすために、まだできる
ことはないかな。

りつ

リサイクルの例

9,157
10,576

10,731
11,347

10,618 10,339

（年度）

（年度） （年度）
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６　きょう土を開く
　⑴　鈴木　菊意　～地域の自然を保護し、すばらしさを伝える～

※１　穴がたくさんあって水がもれてしまうという意味。鍾乳洞のこと。

※２　田村市滝根町の東側，南北につらなる駒ヶ鼻（856ｍ），中平（854ｍ），仙台平（871ｍ）の３つの山のこと。

　入水鍾乳洞を発見し，長年にわたりその管理を
行った鈴木菊意は，明治32年（1899年），滝根
村（現在の田村市滝根町）の農家の長男として生ま
れました。菊意は，青年時代に「かご穴（※１）」
の言い伝えにたいへん興味を持ちました。子ども
のころから聞いていたその言い伝えは，「三山（※
２）にはかご穴がある。」というものでした。そ
のかご穴をさがし出したいと思った菊意は，農作
業の合間を見ては山に通いました。「かご穴さが
し」は，何年にもおよびました。

菊意のかご穴への思い

　昭和２年（1927年）６月に神俣駅で鍾乳洞についての講演会が行われま
した。この講演会をきっかけに菊意の「かご穴」への思いはますます強くな
りました。「かご穴さがし」にむ中になり，農家の仕事を家族へまかせきり
にするほどでした。その年の８月25日，菊意は，仲間とともについに「か
ご穴」の入り口を発見しました。このとき菊意は，滝のすさまじい流れとご
う音にしばらくふるえがとまりませんでした。「かご穴」に興味を持ち始め
てから約８年後のことでした。当時発見された場所が，第一洞（Ａ，Ｂコー
ス：約600ｍ）とよばれている部分です。

鍾乳洞の発見

入水鍾乳洞平面図
（田村市ホームページより）

鈴 木　菊 意

かんり

ちょうなん

きょうみ

かんまた こうえん

こまがはな なかひら せんだいひら

みやま

すず き 　　きく い

77



　「かご穴」の発見は，滝根村の大きな話題
となりました。昭和３年（1928年）には，
臨時村議会が開かれ，鍾乳洞の保存が決定
しました。翌年には鍾乳洞の調査が進み，
天然記念物指定の申請が出されました。と
ころがそのころ，三山の大理石を原料とし
たセメント工場を建てる話が持ち上がって

いました。工場ができれば人々の生活が豊かになり，さらに村の発展にもつ
ながるのです。ただ，大きな問題が一つありました。それは，鍾乳洞が天然
記念物に指定されてしまうと，大理石をほることができず，工場をつくるこ
ができなくなってしまうのです。しかし，工場ができれば，鍾乳洞はこわさ
れてしまいます。工場を建てることに賛成する人の考えと鍾乳洞を保護し,
国の自然科学資料として残したいという菊意たちの考えは対立してしまいま
した。

鍾乳洞を守りたい

　菊意たちは，鍾乳洞のすばらしさを多くの人に知ってもらいたいと思いま
した。そのために，鍾乳洞の中に入りやすいように入り口を作り直しました。
また，板やはしごをわたして歩きやすくしたり，進路の表示をつけたりしま
した。学者や支援者のはげましを支えに天然記念物指定の必要性をうったえ
続けました。ところが，鍾乳洞で金もうけをたくらんでいると悪口を言われ
たり，変人あつかいされたりすることもありました。それから，鍾乳洞をこ
わそうとする人や貴重な鍾乳石を持ちさろうとする人もいました。そんな人
たちから鍾乳洞を守るために，
入り口で夜中見張りを続けたこ
ともありました。ついに，その
努力が実を結び，昭和９年
（1934年）に天然記念物として
指定されました。この知らせを
受けたとき，菊意は思わずうれ
し泣きしました。

天然記念物指定

入水鍾乳洞・音楽洞

洞内を調べる菊意

りんじそんぎかい

てんねんきねんぶつしてい しんせい

さんせい

しえんしゃ

ほ　ご
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　そのころ菊意は，臨時に福島県から鍾乳洞の管理
を任されていました。その後，町職員となり，私
財を投じて入り口に管理小屋を作りました。観光
客の案内も進んで引き受けていました。また，入
水鍾乳洞の維持管理に専念するために，鍾乳洞の
近くに小さな家まで建てました。菊意は生活のす
べてを鍾乳洞のためにささげ，鍾乳洞とともに生
きたのです。
　昭和35年（1960年）には，入水鍾乳洞の管理をす
べて町が行うようになりました。そして，この
年，鍾乳洞の発見とその管理に力をそそいだことが

みとめられ，菊意は県の表彰を
受けました。菊意の鍾乳洞にか
けた熱い情熱は，多くの人々の共
感をよび，その後の鍾乳洞の研究
や自然保護の普及に大きな影響を
あをたえました。

　鍾乳洞に一生をささげた菊意

現在の入水鍾乳洞

観光客を歓迎する菊意

県の委嘱状

観光客と記念撮影

りんじ

い　じ

ほ　ご ふきゅう えいきょう

せんねん

ひょうしょう

まちしょくいん
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鈴木菊意・鍾乳洞関係年表
めいじ きくい

きくい

きくい

きくい

ひょうしょう

かんり

かんり

たきねふどうどう

たきねふどうどう

りんじそんぎかい

てんねんきねんぶつ

てんねんきねんぶつ

てんねんきねんぶつ

しょうにゅうどう

いりみずしょうにゅうどう

いりみずしょうにゅうどう

いりみずしょうにゅうどう

いりみずしょうにゅうどう

いりみずしょうにゅうどう

きくい

ほぞん

かんしん

たんけん ちょうさ

けっこん

しんせい

いっぱん

たんじょう

かいしょう

かりしてい

あな

まか

どう

どう

どう

１８９９（明治32）年　　菊意，誕生
１９１９（大正８）年頃　「かご穴」に関心を持ち，さがし始める
１９２５（大正14）年　　菊意結婚　
１９２７（昭和２）年      滝根不動洞（入水鍾乳洞）発見
１９２８（昭和３）年　　臨時村議会で鍾乳洞の保存が決定
１９２９（昭和４）年　　第二洞の探検・調査が進む
                              　天然記念物指定の申請
１９３３（昭和８）年　　滝根不動洞から入水鍾乳洞と改称
                              　天然記念物の仮指定を受ける
１９３４（昭和９）年　　菊意，入水鍾乳洞の管理を任される
　　　　　　　　　　　入水鍾乳洞が国の天然記念物に指定される
１９６０（昭和35）年　　町が入水鍾乳洞の管理を行う
                              　菊意，県から表彰される
１９６９（昭和44）年　　あぶくま洞発見
１９７３（昭和48）年　　あぶくま洞一般公開開始
１９７９（昭和54）年　　菊意，死去
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　⑵　宗像　利吉　～地いきの産業をさかんにしたたばこの神様～
むなかた　　 り きち

　⑶　熊田　嘉善　～地域のために医学，教育でこうけんする～
くま だ 　　 か ぜん

　明治７年（1874年）大越村（現大越町）の農家に
生まれました。17歳から葉たばこ作りに取り組み，
福島県のたばこ（特に松川葉）耕作技術の向上，普及
につとめ，田村郡を松川葉の日本一の産地にしまし
た。福島県たばこ耕作組合連合会初代会長や全国たば
こ耕作組合中央会副会長を務めるなど，日本のたばこ
耕作の向上に貢献し，たばこの神様と呼ばれています。
　また，大越娯楽場を建設し農民に健全な娯楽を提供
し，若者の定着に努めました。

　熊田嘉善は，文化14年（1817年）都路村大字岩井
沢字西戸の渡辺家の第６子として生まれました。三春
藩医熊田家の養子となり家職を継ぎました。　
　漢学や医学を学んだのち江戸に出て西洋医学を学
び，さらに長崎で蘭学を身につけて三春藩に戻り，藩
医として地方では始めて種痘の法（天然痘の予防法）
を実施しました。その後，兵学を学ぶかたわらに巨砲
鋳造法の研究にあたり，水戸藩に招かれ溶鉄鋳砲の術
を成功させています。また1868年戊辰戦争の際は，三

春藩が戦火から免れる糸口を作ったといわれています。廃藩後は，明治５年
（1872年）設立の養才義塾教授を勤め，明治６年（1873年）学制発布によ
り三春小学校長，田村中学校教師に任ぜられるなど専ら教育に従事しました。

めいじ ねん

さい

つと

は づく と くう

ふくしまけん

ふくしまけん

こうさく こうけん かみさま

けんせつ

わかもの つとていちゃく

のうみん けんぜん

よこうじょう

おおごえごらくじょう

こうさくくみあいれんごうかいしょだいかいちょう

こうさくくみあいちゅうおうかいふくかいちょう

とく まつかわは

まつかわは にほんいちたむらぐん

こうさくぎじゅつ こうじょう

ぜんこく

ふきゅう

ていきょう

おおごえむら げんおおごえまち のうか

にほん

ごらく

さんち

くま だ　か ぜん

い

さわあざにしと

はん い くま だ け

わたなべけ だい

まな

み

はじ ほうしゅとう

きょういく じゅうじ

まな

もど はん

え　ど で せいよういがく

みはるはん

てんねんとう よぼうほう

ようし

ちほう

じっし

ちゅうぞうほう けんきゅう み と は ん

へいがく きょほうまな

まね じゅつようてついほう

はいはんご

がくせいはっぷ

いがく

かしょく

かんがく

ながさき

せいこう

はるはん

せつりつ ようさいぎじゅくきょうじゅ

みはるしょうがっこうちょう たむらちゅうがっこうきょうし

いとぐち つく

つと

せんか めいじ

めいじ

ねんまぬが

ねんぼしんせんそう さい み

らんがく

つ

し う みはる

ねん

ねん

にん もっぱ

みやこじむらおおあざいわい

1874～1958

1817～1887

大越娯楽場

宗像利吉銅像
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　⑷　安瀬　敬蔵　～地いきをよくするために活動する～
あんぜ　　　けいぞう

　⑸　佐久間　庸軒　～地いきのために学問を広める～
さ く ま　　　ようけん

　田村郡堀田村（現，常葉町）の庄屋に生まれまし
た。明治維新の後の明治６年（1873年）河野広中
が常葉区会長のとき，副区長として活躍しました。
明治10年（1877年）に喜多方市長となり，明治11
年（1878年）河野広中の指導により喜多方に「愛
国社」を設立しました。これにより，喜多方地方に
民権運動が芽生え，自由党の根強い地盤になりまし
た。福島県の自由民権運動の中心人物の一人と言え
ます。
　自由民権運動は，国会・憲法をつくり，政治的自
由と民権を求めようとした全国的な政治運動であり，
現在の社会・政治の基礎となりました。

たむらぐんほったむら

あと

ねん あい

めいじ

こくしゃ せつりつ

こうのひろなか

こうのひろなか

ときわくかいちょう

め　ば

ゆう もとみんけん

げんざい しゃかい き　そせいじ

ぜんこくてき せいじうんどう

じゆうとうみんけんうんどう

じゆうみんけんうんどう こっかい けんぽう せいじてきじ

ふくしまけん じゆうみんけんうんどう ちゅうしんじんぶつ

ふく くちょう かつやく

き た か た

い

ときわまち

めいじいしん

げん しょうや う

き た か た ち ほ う

ひとり

めいじ

しどう

ねづよ じばん

　江戸時代後期から明治時代にかけて活躍した和算
（日本独自の数学）学者で，幼い頃から父の影響を
受けて算学を勉強し，「当用算法」という本を書い
ています。江戸時代末期には三春藩の藩校（学校）「明
徳堂」で先生をしていました。明治時代に入り県の
職員となって測量を行っていましたが，自分だけが
国のために働くより，算学を教えて多くの人が国の
ためになるよう，生まれた石森（船引町）に戻り，
塾を開き，農民を中心に2000人の弟子に教えまし
た。

え ど じ だ い こ う き

にほんどくじ すうがく がくしゃ えいきょうおさな ころ ちち

う ほん かさんがく べんきょう

がっこう

せんせい

じ ぶん

くに おし おおはたら さんがく

もど

おしひら のうみん にん で　しちゅうしんじゅく

う いしもり

ひと くに

とくどう

めい

はい けん

しょくいん そくりょう おこな

え ど じ だいまっ き

とうようさんぽう

ふねひきまち

めいじじだい

めい じ　じ だい

かつやく わさん

み　はるはん はんこう

1841～1908

1819～1896

佐久間庸軒の書斎 当時の測量道具（田村市所蔵）
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田村市の指定文化財一覧
⑴　国指定文化財・国認定重要美術品・国登録有形文化財

№ 種      別 名　　　称 数量 所　　　　　　在 指定年月日
1 重要文化財 堂山王子神社本殿（付属棟札８枚） １棟 船引町門沢字堂山 大正６年４月５日
2 天然記念物 入水鍾乳洞 滝根町菅谷字入水 昭和９年12月28日
3 重要美術品 御鉄鉢 １口 船引町東部台六丁目　大鏑矢神社 昭和16年４月９日
4 有形文化財 旧大越娯楽場 １棟 大越町上大越字町 平成19年７月31日

⑵　県指定文化財
№ 種      別 名　　　称 数量 所　　　　　　在 指定年月日
1 重要文化財（歴史資料） 木製旧堂山寺観音堂順礼納札 １枚 船引町門沢字堂山 平成９年３月25日
2 史跡 前田遺跡 船引町北鹿又字平畑 昭和43年４月９日
3 無形民俗文化財 磐城街道沿いのオニンギョウサマ製作の習俗 船引町芦沢・堀越 平成13年３月30日
4 天然記念物 永泉寺のサクラ １本 大越町栗出字長根　 昭和30年２月４日
5 重要文化財（歴史資料） 佐久間庸軒和算関係資料 一括 船引町石森字戸屋 平成23年６月10日
6 重要無形民俗文化財 大倉の太々神楽 船引町大倉字上台 平成31年４月19日

⑶　市指定文化財
№ 種      別 名　　　称 数量 所　　　　　　在 指定年月日
1 有形文化財 宇佐神社本殿 １棟 滝根町広瀬字宮ノ前　 平成17年４月18日
2 有形文化財 磯前神社社殿 １棟 常葉町早稲川字上遠野　 平成17年４月18日
3 有形文化財 絵松神社社殿 １棟 常葉町新田作字猫内　 平成17年４月18日
4 有形文化財 佐久間庸軒書斎 １棟 船引町石森字戸屋 平成17年４月18日
5 有形文化財 堂山王子神社棟札 １枚 船引町門沢字新屋敷　飛龍寺 平成17年４月18日
6 有形文化財 石造阿弥陀三尊来迎供養塔 １基 大越町下大越字檀野平 平成17年４月18日
7 有形文化財 石造阿弥陀三尊来迎供養塔 １基 大越町下大越字町 平成17年４月18日
8 有形文化財 三界万霊等 １基 常葉町久保字川久保 平成17年４月18日
9 有形文化財 萬福寺供養塔 １基 船引町文珠字南 平成17年４月18日

10 有形文化財 樋ノ口供養塔 １基 船引町門鹿字樋ノ口 平成17年４月18日
11 有形文化財 小砂田供養塔 １基 船引町門鹿字小砂田 平成17年４月18日
12 有形文化財 竹ノ花供養塔 １基 船引町上移字竹ノ花 平成17年４月18日
13 有形文化財 木造聖観世音菩薩立像 １軀 滝根町菅谷字入水　入水寺 平成17年４月18日
14 有形文化財 木造薬師如来坐像 １軀 都路町岩井沢字中作　長岩寺 平成17年４月18日
15 有形文化財 木造阿弥陀如来立像 １軀 都路町古道字本町　円寿寺 平成17年４月18日
16 有形文化財 木造南無太子立像 １軀 常葉町常葉字上野　成願寺 平成17年４月18日
17 有形文化財 東円寺薬師堂仏像群 15軀 常葉町関本字岡ノ内　 平成17年４月18日
18 有形文化財 木造薬師如来立像 １軀 船引町堀越字大門　大風薬師堂 平成17年４月18日
19 有形文化財 木造地蔵菩薩坐像 １軀 船引町文珠字南　萬福寺 平成17年４月18日
20 有形文化財 木造地蔵菩薩坐像 １軀 船引町芦沢字是哉寺　是哉寺 平成17年４月18日
21 有形文化財 木造薬師如来坐像 １軀 船引町堀越字大門　龍泉寺 平成17年４月18日
22 有形文化財 木造聖観音菩薩立像 １軀 船引町船引字新房院　薬師堂 平成17年４月18日
23 有形文化財 壺並びに備蓄銭 １口 大越町牧野字堀ノ内　見渡神社 平成17年４月18日
24 有形文化財 深鉢形土器 １口 船引町船引字南元町　市文化センター内 平成17年４月18日
25 有形文化財 大亀神社御輿 １基 都路町古道字舘腰　大亀神社 平成17年４月18日
26 有形文化財 火炎状把手付鉢形土器 １口 船引町船引字南元町　市文化センター内 平成17年４月18日
27 有形文化財 横田家大工文書 1180紙 滝根町広瀬字赤沼 平成17年４月18日
28 有形文化財 長岩寺由来記 １巻 都路町岩井沢字中作 平成17年４月18日
29 有形文化財 田村清顕名跡安堵状 １紙 船引町堀越字太夫内 平成17年４月18日
30 有形民俗文化財 絵馬「獅子舞の図」 １面 大越町上大越字大日前　大日堂 平成17年４月18日
31 有形民俗文化財 絵馬「乳牛放牧之図」 １面 大越町下大越字戸ノ内　八幡神社 平成17年４月18日
32 有形民俗文化財 絵馬「盤上騎馬武者の図」 １面 大越町牧野字堀ノ内　見渡神社 平成17年４月18日
33 有形民俗文化財 絵松神社の絵馬（10面） 10面 常葉町新田作字猫内　絵松神社 平成17年４月18日
34 有形民俗文化財 絵馬「高砂の図」 １面 船引町石森字戸屋　聖観音堂 平成17年４月18日
35 有形民俗文化財 絵馬「半肉彫獅子の図」 １面 船引町文珠字上　安倍文殊菩薩堂 平成17年４月18日
36 有形民俗文化財 石森鹿島神社の絵馬（２面） ２面 船引町石森字屋戸 平成17年４月18日
37 有形民俗文化財 絵馬「馬籍の図」( ２面) ２面 船引町新舘字下　日渡神社 平成17年４月18日
38 有形民俗文化財 絵馬「つなぎ駒の図」 １面 船引町北移字池ノ入　鹿島神社 平成17年４月18日
39 有形民俗文化財 虚空蔵堂の絵馬（『半肉彫金魚の図』外１面） ２面 船引町芦沢字淀 平成17年４月18日
40 有形民俗文化財 絵馬「曳馬の図」 １面 船引町芦沢字光大寺　薬師堂 平成17年４月18日
41 有形民俗文化財 絵馬「いさみ駒の図」 １面 船引町芦沢字水上　妙見森神社 平成17年４月18日
42 有形民俗文化財 蚕影山神社の絵馬（２面） ２面 船引町芦沢字石田 平成17年４月18日
43 有形民俗文化財 絵馬「養蚕の図」（２面） ２面 船引町芦沢字高梨子　篠高守稲荷神社 平成17年４月18日
44 有形民俗文化財 絵馬「神馬の図」 １面 船引町門沢字堂山　堂山王子神社 平成17年４月18日
45 有形民俗文化財 大風薬師堂の絵馬（２面） ２面 船引町堀越字大門　大風薬師堂 平成17年４月18日
46 有形民俗文化財 明石神社の絵馬（10面） 10面 船引町堀越字明神前 平成17年４月18日
47 有形民俗文化財 絵馬「いさみ駒の図」 １面 船引町荒和田字本郷　聖観音堂 平成17年４月18日
48 有形民俗文化財 絵馬「四季混題句合の図」 １面 船引町荒和田字二ツ宮　三渡神社 平成17年４月18日
49 有形民俗文化財 絵馬「武者の図」 １面 船引町船引字新房院　薬師堂 平成17年４月18日
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№ 種      別 名　　　称 数量 所　　　　　　在 指定年月日
50 有形民俗文化財 牧野見渡神社の算額 １面 大越町牧野字堀ノ内 平成17年４月18日
51 有形民俗文化財 門鹿王子神社の算額 １面 船引町門鹿字宮林 平成17年４月18日
52 有形民俗文化財 安倍文殊菩薩堂の算額 １面 船引町文珠字上　　 平成17年４月18日
53 有形民俗文化財 明石神社の算額 １面 船引町堀越字明神前　 平成17年４月18日
54 有形民俗文化財 日渡神社の算額 １面 船引町新舘字下　 平成17年４月18日
55 有形民俗文化財 石森稲荷神社の算額 １面 船引町石森字辻 平成17年４月18日
56 有形民俗文化財 不動院の算額（２面） ２面 船引町芦沢字本郷前 平成17年４月18日
57 有形民俗文化財 石森鹿島神社の算額 １面 船引町石森字屋戸 平成17年４月18日
58 有形民俗文化財 新舘八幡神社の算額 １面 船引町新舘字曲山 平成17年４月18日
59 有形民俗文化財 屋形のお人形様 １体 船引町芦沢字上屋形 平成17年４月18日
60 有形民俗文化財 朴橋のお人形様 １体 船引町芦沢字朴橋 平成17年４月18日
61 無形民俗文化財 田子屋の三匹獅子舞 大越町下大越字田子屋　稲荷神社 平成17年４月18日
62 無形民俗文化財 入三洞の三匹獅子舞 大越町下大越字泉沢　稲荷神社 平成17年４月18日
63 無形民俗文化財 牧野見渡神社の神楽獅子舞 大越町牧野字堀ノ内 平成17年４月18日
64 無形民俗文化財 栗出の神楽獅子舞 大越町栗出字南作　見渡神社 平成17年４月18日
65 無形民俗文化財 栗出の三匹獅子舞 大越町栗出字南作　見渡神社 平成17年４月18日
66 無形民俗文化財 戸ノ内の神楽獅子舞 大越町下大越字戸ノ内　八幡神社 平成17年４月18日
67 無形民俗文化財 岩井沢の三匹獅子 都路町岩井沢字平内地　天日鷲神社 平成17年４月18日
68 無形民俗文化財 山根の太々神楽 常葉町山根字宮ノ前  天日鷲神社 平成17年４月18日
69 無形民俗文化財 子松の三匹獅子 常葉町常葉字中町　子松神社 平成17年４月18日
70 無形民俗文化財 大鏑矢神社の夫婦獅子舞 船引町東部台六丁目　大鏑矢神社 平成17年４月18日
71 無形民俗文化財 石森の三匹獅子舞 船引町石森字屋戸　鹿島神社 平成17年４月18日
72 無形民俗文化財 石沢の三匹獅子舞 船引町石沢字東宮久保　鹿島・熊野神社 平成17年４月18日
73 無形民俗文化財 光大寺の三匹獅子舞 船引町芦沢字光大寺　薬師堂 平成17年４月18日
74 無形民俗文化財 大倉の太々神楽 船引町大倉字上台　大倉神社 平成17年４月18日
75 無形民俗文化財 芦沢の八つ頭獅子舞 船引町芦沢字上屋形　白山比咩神社 平成17年４月18日
76 史跡 入水三十三観音 滝根町菅谷字入水 平成17年４月18日
77 史跡 石橋遺跡 都路町古道字山口 平成17年４月18日
78 史跡 常盤城跡 常葉町常葉字舘 平成17年４月18日
79 史跡 安倍文殊菩薩堂参道の杉並木 船引町文珠字上　　 平成17年４月18日
80 史跡 片曽根三十三観音 船引町船引　片曽根山山頂 平成17年４月18日
81 天然記念物 宇佐神社の神木（スギ） １本 滝根町広瀬字宮ノ前 平成17年４月18日
82 天然記念物 精九郎壇と山毛欅（ブナ） 滝根町神俣字大滝根 平成17年４月18日
83 天然記念物 あぶくま洞 滝根町菅谷字東釜山 平成17年４月18日
84 天然記念物 諏訪神社のあかぎと六郷清水あかぎと六郷清水 滝根町広瀬字諏訪 平成17年４月18日
85 天然記念物 剛叟寺の枝垂桜 １本 滝根町神俣字一ノ坪 平成17年４月18日
86 天然記念物 弁天ザクラ １本 滝根町菅谷字七曲 平成17年４月18日
87 天然記念物 大雷神社の枝垂桜 １本 滝根町神俣字木ノ下 平成17年４月18日
88 天然記念物 社の杜（牧野見渡神社） 大越町牧野字堀ノ内 平成17年４月18日
89 天然記念物 大亀神社のアスナロ １本 都路町古道字舘腰 平成17年４月18日
90 天然記念物 西戸観音堂の杉 １本 都路町岩井沢字西戸 平成17年４月18日
91 天然記念物 西戸の森（ｴﾉｷ、ｶﾔ､ ﾓﾐ） 都路町岩井沢字西戸 平成17年４月18日
92 天然記念物 天日鷲神社の五葉松 １本 都路町岩井沢字平内地 平成17年４月18日
93 天然記念物 旧古道小学校の笠松 １本 都路町古道字北町 平成17年４月18日
94 天然記念物 馬酔木沢の桜 １本 都路町岩井沢字馬酔木沢 平成17年４月18日
95 天然記念物 中作の種蒔き桜 １本 都路町岩井沢字中作 平成17年４月18日
96 天然記念物 お伊勢様の鐙摺石ザクラ １本 常葉町早稲川字一本松 平成17年４月18日
97 天然記念物 鹿山神社の大イチョウ １本 常葉町鹿山字早稲田 平成17年４月18日
98 天然記念物 大黒天の大ザクラ １本 常葉町久保字栃久保 平成17年４月18日
99 天然記念物 日鷲神社の男スギ １本 常葉町堀田字新屋敷 平成17年４月18日

100 天然記念物 三渡神社の森 常葉町関本字上野 平成17年４月18日
101 天然記念物 早稲川舘ザクラ １本 常葉町常葉字早稲川舘 平成17年４月18日
102 天然記念物 長法寺のかや １本 船引町上移字町 平成17年４月18日
103 天然記念物 熊野大権現堂の杉と藤 ２本 船引町芦沢字舘 平成17年４月18日
104 有形文化財及び史跡 制札及び芦沢花立制札場跡 船引町芦沢字花立前ほか 平成18年７月10日
105 有形文化財 佐久間庸軒和算関係資料 57点 船引町石森字戸屋 平成20年11月25日
106 有形文化財 磐前県管轄第四大区小四区田村郡芦沢村地引縮図 １紙 大越町上大越字水神宮　 田村市教育委員会内 平成20年11月25日
107 有形文化財 双口土器 １口 船引町船引字南元町　市文化センター内 平成20年11月25日
108 有形文化財 小金銅仏（鎧仏） １躯 大越町上大越字水神宮　 田村市教育委員会内 平成20年11月25日
109 天然記念物 大聖寺のベニシダレ １本 船引町笹山字立石 平成22年４月６日
110 無形民俗文化財 畑中大神楽 滝根町菅谷字畑中　 平成23年２月23日
111 天然記念物 是哉寺の地蔵ザクラ １本 船引町芦沢字是哉寺前 平成25年２月13日
112 天然記念物 常光寺の大イチョウ １本 常葉町常葉字西田 平成25年４月４日
113 天然記念物 松岳寺のシダレザクラ １本 船引町南移字町 平成26年６月３日
114 有形文化財 伊藤直記関係資料 船引町荒和田字黒内 平成27年３月16日
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平成17年３月１日に
滝根町、大越町、都路
村、常葉町、船引町の
旧５町村が合併し誕生。

　人口  33,664 人
　　　（令和4年 12 月 1日現在）

　面積 458.30 平方㎞

田村市の概要

文化財巡り案内
を作成しました。
文化財の散策を
してみましょう。

紅葉と仏を巡る（樹木・石仏・仏像）

涼を求めて（樹木・鍾乳洞・神社）春を散策する（さくら・供養塔）

祭礼を見る（民俗芸能　春・秋）

入水三十三観音
（滝根）

片曽根三十三観音
（船引）

木造薬師如来坐像
（都路　長岩寺）

長 源 寺
いちょう
（大越）

鹿山神社
大イチョウ
（滝根）

精九郎壇と
山毛欅（ブナ）
（滝根）

入    水
鍾 乳 洞
（滝根）

安倍文殊菩薩堂
参道の杉並木

（船引）

社の杜
（牧野見渡神社）
（滝根）

磯前神社
社　　殿
（常葉）

大亀神社の
アスナロ
（都路）

弁　　天
ザ ク ラ
（滝根）

永泉寺の
さ く ら
（大越）

お伊勢様
の鐙摺り
石ザクラ
（常葉）

三　界
万霊等
（常葉）

石造阿弥
陀三尊来
迎供養塔
（大越）

馬酔木沢
の　桜
（都路）

子　松　の
三匹獅子舞
（常葉）

大倉太々神楽
（常葉）

石沢三匹獅子舞
（船引）10時頃

入　三　洞
三匹獅子舞
（大越）13時頃

事前に開催日を
確かめましょう。

【3月下旬】 【10月最終土曜日】

【11月3日】【４月第２日曜日】

【4月29日】

【5月5日】
田　子　屋
三匹獅子舞
（大越）14時頃

屋形お人形様
衣替え・祭典

（船引）

山根太々神楽
（常葉）

牧野見渡神社
神楽獅子舞
（大越）

※ □内の番号は、田村市の指定文化財一覧表の番号です。
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わたしたちの県　（１）県の広がり
　わたしたちの県の
名所や特産品を調べ
てみたいね。

福島県内 59 市町村　情報リンク
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/iju-tokyo/
            city-town-vill.html#sousou

地熱発電所
（柳津町）

鶴ヶ城
（会津若松市）

三春滝桜
（三春町）

福島空港
（玉川村）

松川浦大橋
（相馬市）

あぶくま洞
（田村市）

大内宿
（下郷町）

JR只見線
（会津若松駅～小出駅）

猪苗代スキー場
（猪苗代町）

喜多方
ラーメン
（喜多方市）

白河
ラーメン
（白河市）

ジュピアランド
ひらた

（平田村）

アクアマリン
ふくしま

（いわき市）

くだもの
狩り

（福島市）

大塩天然
炭酸水
（金山町）
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特色ある地いきと人々のくらし
　わたしたちが住む
県には、どのような
特色をもった地いき
があるのかな。

福島県内 59 市町村　情報リンク
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/iju-tokyo/
            city-town-vill.html#sousou

蔵のまち
（喜多方市）

会津本郷焼
（会津美里町）

田島万古焼
（南会津町）

赤べこ
（会津若松市） 三春駒

（三春町）

白河だるま
（白河市）

相馬野馬追
（相馬市）

出初式
（浪江町）

大堀相馬焼
（浪江町）

檜枝岐歌舞伎
（檜枝岐村）

ブリティッシュヒルズ
（天栄村）

須賀川特撮
アーカイブセンター
（猪苗代町）

東日本大震災・原子力災害伝承館
（双葉町）

石炭化石館
ぽるる

（いわき市）

土湯伝統
こけし

（福島市）

西会津
国際芸術村
（西会津町）
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資料の活用にあたって

【主な情報等の問い合わせ先】

○　教科書と併用して田村市全体のことや自分が住んでいる地域以外のようすが，十分に理解
　できるように工夫してご指導ください。
○　子どもたちに親しみやすいように，カラー写真やイラストなどを多く取り入れました。
○　学校や地域によっては，もっと適切な資料や事物・事象があると思われます。それらの資
　料を収集・活用することによって，より一層の効果をあげるよう工夫してください。
○　地域学習の指導を通して，子どもたちに地域社会の一員であるという自覚を持たせ，田村
　市の発展を願う心情や態度が育つよう配慮してください。

○ 田村市役所・田村市ホームページ（http://www.city.tamura.lg.jp/）
○ 田村市役所滝根行政局（田村市滝根町神俣）
○ 田村市役所大越行政局（田村市大越町上大越）
○ 田村市役所都路行政局（田村市都路町古道）
○ 田村市役所常葉行政局（田村市常葉町常葉）
○ 田村市役所（田村市船引町船引）
○ 船引公民館（田村市船引町船引）
○ 田村市文化センター（田村市船引町船引）
○ 郡山地方広域消防組合消防本部（郡山市堂前）
○ 田村消防署（田村市船引町船引）
○ 福島県警察本部（福島市杉妻町）
○ 田村警察署（三春町熊耳）
○ 田村警察署小野分庁舎（小野町小野新町小太内）
○ ＪＲ船引駅（田村市船引町船引）
○ 滝根町商工会（田村市滝根町神俣）
○ 大越町商工会（田村市大越町上大越）
○ 都路町商工会（田村市都路町古道）
○ 常葉町商工会（田村市常葉町常葉）
○ 船引町商工会（田村市船引町船引）
○ 福島さくら農業協同組合たむら統括センター（田村市船引町船引）
○ 田村東部環境センター（田村市滝根町広瀬）
○ 田村西部環境センター（三春町富沢）
○ 田村市上下水道局（田村市船引町船引上川原）
○ 大滝根水環境センター（田村市船引町春山）

監　　　　修　田村市教育委員会
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