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ス
カ
オ
く
ん
と
お
ば
あ
ち

ゃ
ん
は
、
中
央
公
園
に
や
っ

て
来
ま
し
た
。

　
　

今
日
は
と
っ
て
も
い
い

　
　

天
気
だ
ね
。
海
も
き
れ

い
に
見
え
る
よ
。
目
の
前
の

海
に
浮
か
ん
で
い
る
島
は
猿

島
か
な
？　

　
　

そ
う
よ
。
こ
こ
か
ら
の

　
　

景
色
は
素
晴
ら
し
い
わ

ね
。
猿
島
の
向
こ
う
に
は
、

房
総
半
島
も
見
え
る
わ
よ
。

春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
、
サ

ク
ラ
や
ア
ジ
サ
イ
が
き
れ
い

に
咲
く
公
園
な
の
。
山
の
上

に
は
、
戦
没
者
慰
霊
塔
や
平

和
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
な
ど
も
あ

る
け
れ
ど
、
昔
は
こ
こ
に
も

砲
台
が
あ
っ
た
の
よ
。

　
　

え
っ
、
そ
う
な
ん
だ
！

　
　

こ
の
前
、
観
音
崎
に
行

っ
た
時
も
、
砲
台
の
跡
が
た

く
さ
ん
あ
っ
た
ね
。
こ
こ
は

ど
ん
な
砲
台
だ
っ
た
の
？

　
　

こ
こ
に
あ
っ
た
砲
台
は
、

　
　

米
ヶ
浜
砲
台
と
い
っ
て
、

前
に
見
た
観
音
崎
の
北
門
第

一
砲
台
よ
り
後
の
明
治
24
年

（
１
８
９
１
年
）
に
完
成
し

た
の
。
共
に
東
京
湾
を
防
衛

す
る
た
め
に
造
ら
れ
た
も
の

な
の
よ
。
こ
の
砲
台
に
置
か

れ
て
い
た
大
砲
は
、
日
露
戦

争
の
時
に
一
時
取
り
外
さ
れ
、

中
国
の
旅
順
ま
で
運
ば
れ
て

使
わ
れ
た
の
。
大
正
12
年

（
１
９
２
３
年
）
に
廃
止
さ

れ
て
、
そ
の
後
は
演
習
用
の

砲
台
と
し
て
改
築
さ
れ
た
わ
。

結
局
実
戦
で
は
１
発
も
発
射

さ
れ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
昭
和

20
年
（
１
９
４
５
年
）
の
終

戦
を
迎
え
た
の
よ
。

　
　

今
も
、
公
園
の
中
に
昔

　
　

の
も
の
が
残
っ
て
い
る

の
か
な
？

　
　

公
園
の
中
を
よ
く
見
て

　
　

み
る
と
、
　

石
で
造
ら
れ

た
当
時
の
砲
台
設
備
の
一
部

や
レ
ン
ガ
が
見
え
る
と
こ
ろ

も
あ
る
の
よ
。
他
に
通
気
口

な
ど
も
残
っ
て
い
る
わ
。
何

が
あ
る
か
一
緒
に
探
し
て
み

ま
し
ょ
う
ね
。
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ス
カ
オ
く
ん
の

ス
カ
オ
く
ん
の

い　
　

 

さ
ん

　

文
化
振
興
課
☎（
822
）８
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１
６

⑤
米
ヶ
浜（
演
習
）砲
台
跡（
中
央
公
園
）

よ
ね　

が　

は
ま

え
ん 

し
ゅ
う

ほ
う  

だ
い  

あ
と

か
い
ち
く

は
っ
し
ゃ

む
か

　汐入連合町内会（汐入連町）は、七つの町内会で結成されてい
ます。古くからある町なので地域の結束力がとても強く、定期的
に防犯パトロールを行って地域の治安を守るなど、さまざまな活
動に積極的に取り組んでいます。

　汐入連町では、毎年、日本赤
十字社から講師を招いて講習
会を開催しています。ことしは
「災害時高齢者生活支援講習
会」を開き、災害時の高齢者の
支援や応急手当ての仕方など
を学びました。
　汐入地区は、市内でも空き
家が多い地域で、市と県立保
健福祉大学が協働してモデル
地区を設定し、空き家をリ
フォームして有効活用しながら
高齢者の生活を支援する取り
組みを進めています。会長の横
垣勝彦さんは「今やっている取
り組みをいかに若い人に引き継
いでいくかが課題。将来は若い
人に町を引っ張っていってもら
いたい」と語ってくれました。

タオルを使った応急処置を学ぶ参加者

汐入連合町内会・横垣勝彦会長

地
産地消

【
材
料
（
２
人
分
）
】

●
サ
ト
イ
モ　

６
個　

●
サ
ラ
ダ
油　

少
々

田
楽
み
そ　

●
赤
み
そ　

１
０
０
㌘　

●
砂
糖　

大
さ
じ
２　

●
み
り
ん　

大
さ
じ
１

●
だ
し
汁　

50
㏄

今
月
の
食
材
は

サ
ト
イ
モ

サ
ト
イ
モ
の
田
楽

　

秋
か
ら
冬
に
か
け
て
旬
を
迎
え
る
サ
ト
イ
モ
。

　

横
須
賀
の
農
家
で
は
、
昔
か
ら
自
家
用
と

し
て
畑
の
一
角
で
栽
培
し
て
い
た
そ
う
で
す
。

最
近
で
は「
す
か
な
ご
っ
そ
」な
ど
の
直
売
所
で
地
場
産
の

サ
ト
イ
モ
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

選
ぶ
ポ
イ
ン
ト
は
、
見
た
目
は
ふ
っ
く
ら
と
丸
み
が
あ

り
、
傷
が
な
い
も
の
で
、
持
っ
た
と
き
に
ず
っ
し
り
と
重
み

を
感
じ
る
も
の
で
す
。

フ
ラ
イ
パ
ン
で
焼
き
色
を
付
け
て

香
ば
し
さ
を
プ
ラ
ス

【
サ
ト
イ
モ
の
下
準
備
】

❶
サ
ト
イ
モ
を
水
洗
い
し
て

乾
か
し
、
皮
を
む
く
。

❷
塩
で
ぬ
め
り
を
す
り
落
と

し
、
水
で
す
す
い
で
か
ら
、

鍋
で
サ
ト
イ
モ
を
ゆ
で
る
。

❸
竹
串
を
刺
し
て
や
わ
ら
か

く
な
っ
た
ら
、
サ
ト
イ
モ
を

鍋
か
ら
上
げ
、
サ
ト
イ
モ
の

上
部
（
ヘ
タ
部
分
）
を
切
り

落
と
す
。

【
田
楽
み
そ
作
り
】

❹
鍋
に
赤
み
そ
、
砂
糖
、
み

り
ん
、
だ
し
汁
を
入
れ
て
弱

火
で
温
め
な
が
ら
混
ぜ
合
わ

せ
る
。

❺
混
ざ
っ
た
ら
す
ぐ
火
を
止

め
る
。
煮
立
た
せ
な
い
よ
う

に
注
意
。

【
仕
上
げ
】

❻
フ
ラ
イ
パ
ン
に
サ
ラ
ダ
油

を
ひ
き
、
サ
ト
イ
モ
の
切
っ

た
面
を
下
に
し
て
焼
く
。

❼
焼
き
色
が
つ
い
た
ら
皿
に

盛
り
付
け
、
田
楽
み
そ
を
か

け
て
出
来
上
が
り
。

　

農
林
水
産
課
☎（
822
）８
２

９
８

地
産
地
消
シ
ョ
ッ
プ
の

プ
ロ
の
料
理
人
が
紹
介

美
味
し
い
よ
こ
す
か

お

い

煮物が定番のサトイモ
ですが、少し焼いて田
楽みそをつけるだけで、
創作やみつきメニュー
に大変身します！

　久里浜小学校は緑が多く、春は桜が
咲き、秋にはぎんなんの実がなります。
敷地には、校舎と校庭を取り囲むよう
にたくさんの大きなイチョウの木があ
ります。このイチョウは、平成22年４月
に市の「景観重要樹木」に指定され、
四季折々、子どもたちや町を行き交う
人々に美しい姿を見せてくれます。
　来校した人は、イチョウに囲まれ、
直線で100㍍ある校庭で、くりっ子た
ちが元気に遊んでいる姿を目にする
ことができるでしょう。

●開校：明治６年（開校139年目） ●住所：久里浜６の６の１
●児童数：725人　●学級数：24（特別支援学級2含む）

インターンシップを体験する6年生

景観重要樹木のイチョウの木
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プロの料理人から一言プロの料理人から一言

せ
つ  

び
さ
が

い
っ
し
ょ

は
い  

し

り
ょ
じ
ゅ
ん

か
ん 

の
ん 

ざ
き

す   

ば

せ
ん
ぼ
つ 

し
ゃ 

い 

れ
い
と
う

　学校教育目標「自分が好き、学
校が好き、この町が好きといえる
子」にあるように、１年生の学校
探検から６年生のインターンシッ
プまで、久里浜の町でさまざま
な体験活動を行っています。こと
しも久里浜商店会協同組合やＰ
ＴＡの協力を得て、６年生が多く
の店や保育園などで、働くことの
大切さと苦労を体験することが
できました。

ぼ
う
そ
う

ぼ
う
え
い

つ
く

に
ち  

ろ

さ
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