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三重地区の人口  総数  17,619人  男  8,740人  女  8,879人    世帯数  7,846世帯 

※大谷台校区含まず      (17,743人)     (8,783人)      (8,960人)          (7,848世帯) 

                          2023年 1月 1日現在(カッコ内 前年同期の人口) 

三重西幼稚園としろやま俱楽部のみなさん  

三 重 地 区 広 報 情 報 委 員 会    

令和 5(2023)年 3月 

ＮＯ．６3 み  



 

三重北校区 みえ北めぐみの森 

三重小校区 ふるさと散歩道 

遊歩道整備 流しそうめん 

里山まつり工作 

タ－ザンロ－プ 

海蔵川左岸除草作業 代官橋常夜灯 

海蔵川野中橋下流 

 

江田川沿い通学路 

スラックライン 

 「みえ北めぐみの森」は平成 25 年 4 月に

三重北小学校区の大沢台第一広場背後の里

山にて「市民緑地」として発足しました。 

荒れ放題の里山は数年をかけて整備され、

明るい里山広場と散歩のできる遊歩道、竹

の子掘りが楽しめる竹林となりました。地

域の皆さまが参加できる春の「竹の子掘

り」、夏の「流しそうめん」、秋の「里山まつ

り」とイベントを実施し、皆さまが利用でき

る市民緑地「みえ北めぐみの森」になってい

ます。 

現状活動メンバーは、少数・高齢者で作業

しております。里山保全に興味がある方、第

１土曜日、第３日曜日午前に一度現地に見

学にお越し下さい。お待ちしております。 

(みえ北里山づくりの会代表 桐生敏彦 

090-3257-6787) 

 

090-3257-6787) 
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 平成 11 年度、市長との地域対話の席で、

散歩する人の増加により海蔵川左岸を舗装

して欲しいとの要望がありました。また、当

地に多くの史跡がありました。それを伝承す

るため地元自治会などが資金を拠出し案内

板を設置したいと提案しました。市からも後

押しがあり翌年に「三重ふるさと散歩道整備

委員会」を設立、五か年計画を立て整備を始

めました。 

 平成 16 年度からは「個性あるまちづくり

支援事業」にも指定され史跡説明板の設置、

散歩道の舗装、休憩所や花壇が作られまし

た。 

 地元自治会の除草作業により海蔵川の景

観とも相まって四季折々の花が咲き乱れ、散

歩道、通学路として利用されています。 



 

  

 三重団地の西側に位置する三重城山緑地

は、四日市市が三重団地造成の時、西坂部城

址の史跡を生かした公園として整備された

所です。時がたち、いつしか竹(孟宗竹)に覆

われた荒廃した城山になってしまいました。

そこで、地域住民の有志がしろやま俱楽部を

結成して城山の整備・保全を始めて今年で 18

年が経ちました。今では、四季折々の花木が

咲き競う景観となってきました。また、三重

西小学校、三重西幼稚園の児童・園児との交

流を通して自然環境保護の大切さを説明し

て学びの場としています。毎週土曜日午前

中、一緒に活動しませんか。 

しろやま俱楽部代表 山田 匡
ただす

 

           090-5601-3650 

 

 

 

三重小校区 御池沼沢植物群落・生桑町コスモス畑 

三重西校区 しろやま俱楽部 

 昭和 27 年に国の天然記念物

の指定を受け、地元自治会、ふる

さと三重を愛する会、大池中学

校が協力し湿地の富栄養化が進

まないよう年間を通して除草作

業等保全活動を行っています。 

 また、市文化課の主催で年６

回程度の自然観察会を開催して

います。 

 生桑町コスモス畑は、毎年生

桑町農家組合が 20 年前から休

耕田に種を蒔き、道行く人の目

を楽しませています。 
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三重地区市民センタ－での開
催は今回で５回目です。秋晴
れの中、野外ステージでの発
表、バザ－、室内展示が行わ
れました。コロナ禍ですが、
対策を講じたくさんの人でに
ぎわいました。 

 

九
月
二
十
三
日(

金)

三
重
地
区
社
協

主
催
の
式
典
が
遺
族
参
列
の
も
と
三
重

地
区
市
民
セ
ン
タ―

に
て
執
り
行
わ
れ

ま
し
た
。 

 

戦
後
七
十
七
年
を
迎
え
、
遺
族
も
高

齢
化
し
、
戦
争
体
験
の
風
化
が
叫
ば
れ

ま
す
が
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻

に
よ
り
戦
争
と
平
和
を
改
め
て
考
え
さ

せ
ら
れ
る
式
典
と
な
り
ま
し
た
。 

三重地区 

11 月 6日（日） 
文化祭 

戦
没
者
慰
霊
平
和
祈
念
式 
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三
重
地
区
連
合
自
治
会 

 
 

 
 

   

会
長 

岡 

良
浩 

     

 

 

平
素
は
自
治
会
活
動
に
ご
尽
力

を
賜
り
、
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
三
重
地
区
で
は
北
勢
バ
イ

パ
ス
が
令
和
六
年
度
に
国
道
４
７

７
号
線
ま
で
延
伸
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
地
区
内
で
も
工
事
が
進
ん

で
い
ま
す
。 

キ
オ
ク
シ
ア
四
日
市
工
場
で
は

大
規
模
な
増
設
が
お
こ
な
わ
れ
て

お
り
、
こ
れ
ら
の
影
響
で
交
通
量

の
増
大
と
交
通
渋
滞
が
お
こ
る
よ

う
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

自
主
防
災
に
お
い
て
も
、
発
生
確

率
が
今
後
三
十
年
間
で
七
十
～
八

十
％
と
言
わ
れ
る
南
海
ト
ラ
フ
地

震
を
は
じ
め
、
台
風
・
豪
雨
被
害
な

ど
の
災
害
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
起
き

て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
に
あ
り

ま
す
。 

 

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
で
充

分
な
自
治
会
活
動
が
で
き
な
い
状

況
も
続
く
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
な
中
で
も
、
三
重
地
区
の

皆
さ
ま
と
共
に
、
安
全
・
安
心
で
住

み
や
す
い
町
に
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。 

花のあるまちづくり実行委員会では、

地区センター敷地の空きスペースを利

用して花苗の生育を行い、春・秋の２

回にそれぞれ 12,000ポットの花苗を

三重地区の自治会関係（27ヶ所）、学

校・幼保育園等（9ヶ所）に配布して

います。 

住 

花のあるまちづくり  

三重地区 

実行委員会 

三重郷土資料館 ～106th Anniversary～ 

今年で 7 回目の開催となったイベント

に、地区内外から大勢の人が参加しまし

た。三重郷土資料館には地区内三つの小学

校の児童が制作した「紙袋ランタン」170基

の展示や鬼瓦づくり体験などがあり、集ま

った子どもたちは大盛り上がりでした。 

12月 10日 10:00～15:00 

 

星降る夜の物語Ⅶ 

を
目
指
し
て 

み
よ
い
町
づ
く
り 
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 １０月２６日(水)
４年生の防災教
室が実施されまし
た。 
防災倉庫内備

品確認、保存食
の調理、分配が
行われました。 

 １０月２３日(日)
参加者を絞り防災
訓練が実施されま
した。 
 辻川氏の講演会
と避難所資機材の
説明会が行われま
した。 

 

三重北校区防災訓練 

 
三重小校区 
防災教室 

 
三重西校区 
防災訓練 

１０月３０日(日)三重北校区防災訓練が、
約６０名の参加により三重北小体育館で実
施されました。他に三重北小との連携で防災
教室が行われました。 

10月 9日雨天の中で 9月 1ケ月間の練習 

1月 2日早朝 

～社協健康づくりウオーキング～ 

10月 16日桂しん華の落語 8月 7日カラオケ大会 12月 19日三重北小 5年生 

11 月 27日 三重北京都妙心寺 

11月 27日 三重西京都誌仙堂 

備品点検 
資機材の説明 

6 

救命訓練 地震体験 

辻川氏の講演 

保存食調理・分配 



 

 

三重西小 4年 

米倉 悠人 

いずみ保育園・年長 
 はせがわみさき 
 

坂部保育園   

「
た
の
し
い
あ
き
見
つ
け
」  

 
 
 

三
重
北
小
一
年 

 

中
だ
け 

た
く
み 

十
月
二
十
八
日
に
、
や
さ
と
に
し

小
学
校
の
一
ね
ん
生
と
あ
き
見
つ
け

を
し
ま
し
た
。
は
じ
ま
る
ま
え
の
き

も
ち
は
、
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
ま
し
た
。

学
校
り
ん
に
入
っ
て
あ
き
見
つ
け
が

は
じ
ま
り
ま
し
た
。
ど
ん
ぐ
り
や
さ

さ
の
は
を
見
つ
け
て
、
た
の
し
か
っ

た
で
す
。
ま
た
、
ど
ん
ぐ
り
の
ぼ
う

し
や
た
け
の
赤
ち
ゃ
ん
、
く
り
の
い

が
な
ど
の
い
ろ
ん
な
あ
き
を
見
つ
け

ら
れ
て
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。 

 

 「
ド
キ
ド
キ
し
た
う
ん
ど
う
か
い
」 

 
 

 

三
重
西
小
一
年 

 
 

 
 

 
 

林 

お
お
す
け 

 

十
月
一
日
に
、
う
ん
ど
う
か
い
が

あ
り
ま
し
た
。 

 

う
ん
ど
う
か
い
で
、
か
け
っ
こ
を
し

ま
し
た
。
ぼ
く
は
、
は
し
る
の
が
と

て
も
た
の
し
み
で
し
た
。
一
い
が
と

れ
ま
し
た
。
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
そ

れ
か
ら
、
１
０
６
に
ん
の
た
ん
け
ん

た
い
を
し
ま
し
た
。
た
の
し
か
っ
た

で
す
。 

二
ね
ん
生
に
な
っ
た
ら
、
ど
ん
な

う
ん
ど
う
か
い
に
な
る
か
た
の
し
み

で
す
。 

 

 

 

「
さ
つ
ま
い
も
ち
ょ
う
り
」 

三
重
小
一
年 

 
 

 
 

 

ま
さ
き 

ま
こ
と 

 

ク
ラ
ス
で
そ
だ
て
た
さ
つ
ま
い
も

を
ち
ょ
う
り
し
て
た
べ
ま
し
た
。 

 

は
じ
め
に
、
さ
つ
ま
い
も
を
ほ
そ

な
が
く
き
り
ま
し
た
。
か
た
く
て
先

生
に
手
つ
だ
っ
て
も
ら
っ
た
ら
、
さ
っ

と
き
れ
て
力
す
ご
い
な
と
お
も
い
ま

し
た 

き
っ
た
い
も
を
す
い
は
ん
き
で
た
き

ま
し
た
。
ふ
つ
う
の
い
も
も
お
い
し

か
っ
た
け
ど
、
し
お
を
か
け
た
ほ
う

が
お
い
し
か
っ
た
で
す
。
き
ゅ
う
し

ょ
く
が
、
た
べ
れ
な
か
っ
た
で
す
。 

三重保育園・年長 
いとうりりか 

 

三重幼稚園  

 

三重北小５年 

小林 里菜 

三重北小４年 

高橋 かいと 

 三重小６年 

渡辺 愛菜 

三重西小５年 

金田 柚菜 

  

三重小６年 

長谷川 渚 
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永
き
日
や
余
白
の
多
し
日
記
帳 

城
山
の
裏
は
な
だ
ら
か
梅
日
和 

 
 
 
 
 
 

三
重
一
丁
目 

西
脇 

善
清 

寒
風
や
射
す
陽
散
ら
し
て
雲
走
る 

山
小
屋
の
朽
ち
し
扉
や
辛
夷
咲
く 

 
 
 
 

 
 

三
重
一
丁
目 

坂 
 
 

忠 

近
況
を
添
へ
る
一
筆
寒
見
舞 

啓
蟄
や
髪
思
ひ
き
り
切
つ
て
み
る 

 
 
 
 

 
 

三
重
八
丁
目 

真
田 

ち
か 

年
新
た
祖
父
の
形
見
の
香
炉
出
し 

春
立
つ
や
一
筆
箋
に
青
イ
ン
ク 

 
 
 
 

 
 

三
重
五
丁
目 

田
中 

紘
美 

磯
か
ま
ど
一
人
二
人
と
伊
勢
音
頭 

春
暁
や
静
寂
破
る
鴉
二
羽 

 
 
 
 

 
 

三
重
五
丁
目 

野
村 

節
夫 

大
寒
や
父
の
愛
し
た
珈
琲
屋 

は
か
ど
ら
ぬ
家
事
の
言
ひ
訳
寒
戻
る 

 
 
 
 

 
 

三
重
五
丁
目 

片
岡
千
都
子 

降
る
雪
や
の
れ
ん
の
赤
き
ラ―

メ
ン
屋 

捨
て
が
た
き
古
き
文
あ
り
朧
の
夜 

 
 
 
 

 
 

三
重
五
丁
目 

太
田 

莫
子 

柚
子
な
ん
て
要
ら
ぬ
と
い
ふ
子
い
ま
令
和 

あ
ち
こ
ち
と
空
家
の
増
え
て
冬
ざ
る
る 

 
 
 
 

 
 

三
重
五
丁
目 

中
濱
喜
代
子 

紅
く
燃
ゆ
心
を
秘
め
し
寒
椿 

寒
雀
吾
を
は
げ
ま
し
に
庭
に
来
る 

 
 
 
 

 
 

西
坂
部
町 

 

小
山 

た
か 

仕
舞
ひ
ゐ
し
旅
行
カ
バ
ン
の
ポ
ケ
ッ
ト
に 

三
年
前
の
航
空
チ
ケ
ッ
ト 

 
 
 
 

 
 

三
重
三
丁
目 

垣
内 

和
美 

孫
や
曾
孫
嬉
し
さ
い
つ
ぱ
い
く
れ
た
り
し 

「
に
こ
に
こ
笑
顔
」
の
正
月
と
な
る 

西
坂
部
町 
 

小
山 

た
か 

疎
開
先
よ
り
歩
き
て
通
ひ
し
女
学
校 

八
十
八
の
「
た
か
女
」
語
り
ぬ 

 
 
 
 

 
 

山
之
一
色
町 

樋
口 

和
美 

学
童
の
頃
の
い
じ
め
に
あ
ひ
て
苦
し
み
し 

子
を
守
り
得
ず
悶
々
と
し
き 

 
 
 
 

 
 

東
坂
部
町 

 

荒
木
美
代
子 

給
油
所
の
跡
地
に
家
族
葬
儀
場
出
来
た
り 

医
院
が
隣
に
電
飾
を
し
て 

 
 
 
 

 
 

東
坂
部
町 

 

人
見
百
合
子 

桑
摘
み
の
指
貫
こ
ろ
こ
ろ
出
で
き
た
り 

小
さ
き
刃
錆
び
ず
に
半
世
紀
経
て 

 
 
 
 

 
 

東
坂
部
町 

 

宮
木 

み
ち 

切
り
人
参
の
器
に
入
れ
ら
れ
百
円
の 

輪
切
り
三
切
れ
を
錦
山
が
待
つ 

※
多
度
大
社
神
馬 

 
 
 
 

 
 

東
坂
部
町 

 

水
谷 

葉
子 

冬
の
雨
に
合
羽
を
纏
い
長
靴
に 

足
を
鍛
う
る
朝
の
五
千
歩 

 
 
 
 

 
 

東
坂
部
町 

 

前
田 

貫
治 

か
に
か
く
も
サ
ッ
カ―

ワ―

ル
ド
カ
ッ
プ
終
焉
し 

寒
さ
が
募
る
年
が
暮
れ
ゆ
く 

 
 
 
 

 
 

東
坂
部
町 

 

後
藤 

 
實 

三
の
丸
址
に
傾
く
大
公
孫
樹 

黄
葉
荒す

さ

び
し
ま
ま
に
来
る
冬 

 
 
 
 

 
 

東
坂
部
町 

 

高
橋 

亜
子 

ク
リ
ス
マ
ス
の
公
園
の
木
々
そ
れ
ぞ
れ
の
電
飾 

銀
の
点
滅
金
の
点
滅 

 
 
 
 
 
 

東
坂
部
町 

 

伊
藤 

 

修 

逆
転
の
ゴ―

ル
に
ひ
と
り
手
を
叩
き 

の
ち
の
静
け
さ
ひ
と
り
の
部
屋
に 

東
坂
部
町 

 

垣
内 

惠
子 

村田芳春・安藤宣朗・竹内崇宜 

大治博幹・若田由美子・早川 太 

大江一嘉・樋口和美・前川厚美 

三重地区団体事務局 TEL/FAX 331-8282 

この広報について 

あなたの声をお寄せください 

三
重 
文
芸 

俳
句 

短
歌 

大
井  
力

選 

認
知
症
の
妻
置
き
て
動
き
し
を
悔
み
つ
つ 

上
擦
る
声
に
捜
索
願 

東
坂
部
町 

 

賀
島 

重
利 

坂
下
り
て
き
た
る
所
の
常
夜
灯 

日
露
役
戦
死
者
の
名
を
刻
む 

 
 
 
 

 
 

選
者
詠 

 
 

大
井 

 

力 
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西
坂
部
町
に
鎮
座
す
る
江

田
神
社
に
伝
わ
る
御
館
獅
子

舞
神
事
は
、
三
重
地
区
の
山

之
一
色
町
、
東
坂
部
町
、
小
杉

町
が
箕
田

み

だ

流
で
あ
る
の
に
対

し
て
椿
大
神
社
を
原
点
と
し

て
発
す
る
山
本
流
で
あ
る
。 

江
田
神
社
は
、
延
喜
式
内

社
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
伊
勢
国
一
ノ
宮
で
あ
る

椿
大
神
社
と
深
い
つ
な
が
り

が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、

御
館
の
獅
子
頭
は
山
本
村
と

同
じ
椿
の
作
で
第
八
十
代
高

倉
天
皇
が
春
日
の
仏
工
に
命

じ
て
作
ら
せ
一
体
を
江
田
神

社
に
勅
納
せ
ら
れ
た
と
の
伝

説
が
あ
る
。
獅
子
頭
は
近
時

破
損
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

同
一
の
も
の
を
新
調
し
、
新

旧
二
頭
存
在
す
る
。 

 

御
館
獅
子
舞 

三
重
地
区
の
文
化
財 

                  

口
取
役
は
、
鶏
冠
、
天
狗
の

面
を
つ
け
猿
田
彦
大
神
を
現

し
、
後
舞
役
は
振
袖
の
女
装

で
天
宇
受
女

あ

め

の
う

ず

め
の

命
み
こ
と

を
現
わ
し

て
い
る
。
い
ず
れ
も
十
歳
前

後
の
童
子
が
演
じ
て
い
る
。 

  

 

         

 

獅
子
舞
神
事
は
①
道
往
き

②
門
祈
祷
③
座
着
き
➃
初
段

の
舞
➄
起
し
舞
⑥
扇
の
舞
⑦

後
起
し
の
舞
⑧
お
湯
立
の
祓

⑨
小
獅
子
の
舞
⑩
花
の
舞
の

十
の
舞
か
ら
な
り
全
部
舞
い

終
わ
る
に
優
に
一
時
間
余
り

を
要
す
る
。 

 

昭
和
四
十
九
年
四
月
十
七

日
に
市
指
定
無
形
民
俗
文
化

財(

芸
能)

に
指
定
さ
れ
、
十

月
第
二
土
日
に
神
社
、
地
域

で
舞
わ
れ
、
四
日
市
祭
に
も

披
露
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、「
郷
土
が
誇
る
芸
能
大

会
」
に
も
出
演
し
た
。 

続くコロナ禍と物価高による日

常生活不安などにより、気持ちが

荒みがちになります。 

今年度は、一部の行事が３年ぶり

に開催され、地域活性の兆しが見

られました。 

海外に目を向けるとロシアのウ 

クライナ侵攻、国力の誇示、人 

権差別など一触即発の危険さえ

あります。  

今回の本紙は、緑化事業、花いっ

ぱい活動を特集とし、世代間の

つながりや環境美化を通して心

の安寧を感じていただきたいと

思います。 

編集後記 

編集 三重地区広報情報委員 
 

11 月６日郷土が誇る芸能大会 

10月 8日江田神社 
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