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美
和
地
域
に
は
、

茨
城
･
栃
木
両
県
に

ま
た
が
る
鷲
子
山
上

神
社
と
い
う
製
紙
の

神
と
し
て
有
名
な
古

社
が
あ
り
、
信
仰
を

集
め
て
い
ま
す
。
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鷲
子
山
上
神
社
は

旧
美
和
村 
鷲
子 
地
区

と
り
の
こ

と
栃
木
県 
馬  
頭 
町 
大 

ば 
と
う 

お
お

 
那  
地 
地
区
を
ま
た
ぐ

な 

ち

地
に
あ
り
、
参
道
に
両
県
の
社
務
所
が
向
か

い
合
っ
て
建
つ
珍
し
い
神
社
で
す
。
古
く
か

ら
紙
生
産
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
き
ま
し

た
。
も
と
も
と
阿
波
国
（
徳
島
県
）
の
鷹
山

山
上
神
社
に
製
紙
の
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
い

た 
天
日 

あ
ま
の
ひ 

鷲
命 
を
分
霊
し
て
鷲
子
山
上
に
祀
っ

わ
し
の
み
こ
と

た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

昔
か
ら
鷲
子
地
区
を
は
じ
め
と
す
る
旧
美
和

村
、
旧
山
方
町
、
旧
緒
川
村
や
栃
木
県
の
馬
頭

町
、 
烏 

か
ら
す 
山 
町
な
ど
で
は
和
紙
の
生
産
が
盛
ん
で

や
ま

し
た
。
製
紙
に
携
わ
っ
た
人
び
と
は
、
鷲
子
山

上
神
社
を
生
業
の 
拠 
り

よ

 
所 
と
し
、
毎
年
正
月
に

ど
こ
ろ

は
和
紙
一
帖
を
納
め
た
と
い
い
ま
す
。
現
在
で

も
神
社
境
内
北
側
に 
紙  
漉  
沢 
と
呼
ば
れ
る
場
所

か
み 
す
き 
ざ
わ

が
あ
り
、
そ
こ
が
神
様
に
供
え
る
紙
を 
漉 
い
た

す

場
所
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

茨
城
県
側
で
は
、
七
月
十
六
日
と
十
七
日
に

 
祇  
園  
祭 
り
が
行
わ
れ
ま
す
。
特
に
四
年
に
一
度

ぎ 
お
ん 
ま
つ

は 
神
輿  
渡  
御 
が
あ
り
、
ま
た 
鷲
子  
彫 
り
の 
山  
車 

み
こ
し 

と 
ぎ
ょ 

と
り
の
こ 

ぼ 

だ 

し

や 
屋  
台 
が
出
て
、
祭
り
に
彩
り
を
添
え
ま
す
。

や 
た
い

鷲
子
に
は
現
在
六
つ
の
組
が
あ
り
、
交
代
で
当

番
を
務
め
ま
す
。
来
年
、
平
成
十
八
年
に
は
神

輿
渡
御
、
山
車
巡
行
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
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か
つ
て
は 
西  
ノ  
内 
（
旧
山
方
町
）
を
中
心
と

に
し 
の 
う
ち

し
て
栃
木
県
に
ま
た
が
る
県
北
地
域
は
和
紙
の

一
大
産
地
で
し
た
。 
薄  
井  
友  
衛  
門 
と
い
う
水
戸

う
す 
い 
と
も 
え 
も
ん

藩
で
も
屈
指
の
紙
問
屋
が
あ
っ
た
鷲
子
は
、
昭

和
三
十
年
代
頃
ま
で
、
お
よ
そ
七
割
も
の
家
で

副
業
と
し
て
紙
漉
き
を
行
な
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
の
地
で
漉
か
れ
た
紙
は
地
元
で

は
「
と
り
の
こ
紙
」
と
呼
ば
れ
、
市
場
に
流
通

す
る
と
き
は
「
西
ノ
内
紙
」
の
名
前
で
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
一
般
に
は
「
と
り
の
こ

紙
」
は
温
か
い
地
域
に
自
生
す
る 
雁  
皮 
と
い
う

が
ん 
ぴ

植
物
を
原
料
と
し
て
漉
き
だ
さ
れ
た
高
級
和
紙

の
こ
と
で
、
地
名
に
由
来
す
る
「
と
り
の
こ
紙
」

と
は
別
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

か
つ
て
は
特
産
の
葉
た
ば
こ
を
春
か
ら
秋
に

か
け
て
栽
培
し
た
後
、
冬
か
ら
春
先
ま
で
紙

漉
き
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
水
の
冷
た

い
季
節
の
作
業
は
厳
し
く
、
指
先
を
暖
め
な

が
ら
行
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

現
在
で
は
、
紙
漉
き
を
行
な
う
家
も
な
く

な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
で
持
ち
伝
え
て
い
た

技
術
も
道
具
も
、
そ
の
多
く
が
失
わ
れ
つ
つ

あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
を
惜
し
ん
で
、
紙
漉
き
の
技
術
を
後

世
に
伝
え
よ
う
と
、
長
年
紙
漉
き
を
し
て
き

た
地
元
の
方
々
が
道
具
を
持
ち
寄
っ
て
、

「
美
和
高
齢
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
」

内
に
紙
漉
き
の
体
験
が
で
き
る
施
設
を
設
け

ま
し
た
。
毎
年
夏
休
み
に
は
、
子
供
た
ち
が

参
加
し
て
紙
漉
き
体
験
も
行
な
わ
れ
て
い
ま

す
。
和
紙
を
製
造
す
る
作
業
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
道
具
の
製
作
や
補
修
の
で
き
る
方
た
ち

も
高
齢
と
な
り
つ
つ
あ
る
現
在
、
史
料
の 
散 さん

 
逸 
を
防
ぐ
意
味
で
も
意
義
深
い
活
動
と
言
え

い
つま

す
。 

（
歴
史
民
俗
資
料
館
）

▲この鳥居の手前向かって右側に茨城県の、
左側に栃木県の社務所があります。
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▲美和高齢者コミュニティセンター内に作られ
た紙漉き実習室

①漏電遮断機を取り付けて電気事故を防ぎましょう。
②アース線はしっかり取り付けましょう
③タコ足配線はやめましょう。
④プラグはときどき点検しましょう。
⑤取扱説明書にそった使い方をしましょう。


