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蚕都くらぶ・ま～ゆという上田地域通貨モノコト交換制度は､地域で暮らすひとび
とがお互いに助け合って楽しく暮らすための制度です。 

私たちは､この地域の豊かな自然やひとびとの知恵･技術･経験･人柄を地域の宝と
考えます。その宝を活用することで､より豊かな地域と人間関係を目指しています。 

蚕都くらぶ・ま～ゆは､地域通貨を使って人と地域をつなぐシステムです。 

❖ 人と人との新しい関係が生まれます。 

❖ 自分の能力を再発見できます。 

❖ 人が活き活きすることで､地域が元気になります。 

わたしたちの願い  
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ドキュメンタリー映画 の上映会を終えて 

 

2020：11/23 ケセラ 

ドキュメンタリー映画「もうひとつの明日へ」の

全国初のお披露目上映会が、11月8日に上田映

劇で開催されました。また、岡山では 11 月 21 日

から始まった岡山映画祭のオープニングで上映

されました。さらに、千葉では千葉劇場での先行

上映会を 11 月 29 日に予定しています。新型コ

ロナウイルス感染拡大の第３波の渦中ですが、 

万全の対策をして何とか無事に開催できるように

と、千葉大学チームのみなさんが準備を進めてい

ます。その他、映画制作にご支援をいただいたけ

れども、現地上映会に足を運ぶことができない人

のために、11 月 23 日から 30 日までの期間限

定でオンライン上映も配信しました。 
 

思い返せば、2001 年 6 月に、DVD 「エンデ

の遺言～根源からお金を問う～」に出会い、そこ

に描かれていた“地域通貨„に、｢これからの社会

の在り方を変える不思議な可能性があるかも｣と

思った仲間が集まって、11 月に“蚕都くらぶ・ま～

ゆ„を発足させました。 

この“ま～ゆ„に、一昨年、地域通貨を研究して

いる千葉大学大学院博士課程の孟晗さんが調査

で訪ねて来られました。この出会いから、1年後に

今回の映画づくりが始まりました。 
 

映画制作では、初めての監督を引き受け、シナ

リオを書いた孟晗さんはじめ、千葉大学デザイン

文化計画研究室で、映画制作チームに参加して、

チラシやパンフのデザインや音楽など、得意分野

で力を発揮してくれた 12 人の大学院生のみなさ

ん、それを全面的にバックアップして下さった研

究室の植田教授の深いご理解とご協力がありま

した。更に、孟晗さんがつないでくださった岡山の

小川孝雄さん（本作品のプロデューサー）、その

小川さんが推薦して下さった編集者の進功一さ

んと、お二人の映画づくりのプロの方との幸運な

めぐりあわせがありました。ま～ゆチーム、千葉大

学チーム、岡山の小川さん、進さんの三者が協働

して、初めてこの映画を完成させることができまし

た。 

これらに加えて、映画制作の趣旨に賛同して下

さった個人や企業のみなさん、トランジションネッ

トワークや全国の方からのご支援が大きな励みに

なりました。まさに、“みんなでシェアする映画づく

り„の実践の場になりました。ご協力くださった皆

様に、改めて深くお礼を申し上げます。 
 

遠く千葉から何度も何度も上田に足を運び、

撮影やインタビューをしてくれた孟晗さんやフリー

カメラマンのウェイさん、千葉大チームの高橋真

央ちゃんや留学生のみなさんたち。 

自宅に学生さんたちを泊めたり、撮影現場へ送

迎したり、長時間のインタビューに応えたりと、協

力してくださった、ま～ゆの皆さんたち。 

残念ながら、映画には出なかった場面もたくさ

んありますが、その一つ一つが鮮やかに脳裏に浮

かび、とても感慨深く思い出されます。 
 

今年の春からは、約 500時間に及ぶ映像の編

集に入ろうとしていた矢先に、予想もしなかった

新型コロナウイルスの感染が全国に拡大し、緊急

事態宣言が出されるに至りました。様々なことが

制限され、自由に往来もできなくなる中、映画を

完成させ、みな様に見てもらうことができるのだ

ろうかと、不安で眠れない日々もありました。一方、

コロナ禍の中で、これまでは見過ごされてきた社

会的格差やセーフティーネットの脆弱性があぶり

出され、「人が人らしく生きること」や「働くこと」、

「お金」、或いは「幸せや豊かさ」についてなど、改

めて考える良い機会にもなりました。 
 

今回、プロデューサーを引き受けて下さった小

川孝雄さんと、昨年 5 月に初めてお会いした時、

「たんなる『蚕都くらぶ・ま～ゆ』の記録映画づくり
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なら、協力はしません」と、言われた言葉が頭から

離れず、その意図することを自問し続けました。 

「今を生きる意味を問い、同じ悩みを持った人

に、何かヒントになるものが必要では？」という問

いが、いつも私の胸に響いていました。 

そして、コロナ禍の今だからこそ、この映画を

通して多くの方と社会の在り方や地域づくりの 

課題を共有し、持続可能な未来を切り開く多様な

視点の可能性を示せるかも…とも思いました。 

このドキュメンタリー映画「もうひとつの明日へ」

は、実に多くの人たちの出会いとつながりの中か

ら生まれました。映画の制作過程そのものが、 

“もうひとつのドラマ„だったような気がします。 

次号から、記憶を記録として残しておくために、

どのようにして映画制作が始まったのか、孟晗さ

んとの出会いはいつ？ 多くの地域通貨の団体

の中から、何故、蚕都くらぶ・ま～ゆに注目された

のか？ そこから何が浮かび上がってきたのか？ 

数々の出会いからのドラマを、記憶をたどりなが

ら追って書いていこうと考えています。何が見え

てくるかは未知ですけれど、新たな始まりかもし

れません。 

 

 

持続可能な地域へ(映画の感想) №130 ヒデさん 

蚕都くらぶ・ま～ゆは、2001 年 11 月に「本当

の豊かさとは？」をキ－ワードに色々な考えの人

が集まってできた団体で、これまでに約400人が

関わり、約 200 人は離れて行きました。これは、

ひとつの有機体がいつも同じ形をしているのでは

なく、常に姿を変えながら存在している、というこ

とだと思います。 
 
私は持続可能な地域づくりを目指していて、エ

コビレッジをつくることが夢でした。それを追求す

る過程でトランジションタウンに出会い、トランジ

ションタウンの吉田俊郎さんから、蚕都くらぶ・ま

～ゆの「本当の豊かさとは？」を求めた活動は持

続可能な地域づくりとイコールであることを教え

られました。 
 
エコビレッジというのは、限定されたエリアの中

で、志を同じにするものが暮らすイメージで、エリ

アの外へは影響を及ぼしません。つまり、エリア内

で持続可能な暮らしをしていてもそれがエリア外

に広がって行くことはありません。 
 
蚕都くらぶ・ま～ゆを飛び出してコラボ食堂、上

田市民エネルギー、小麦 365、サンタプロジェク

ト・うえだが活動するということは、SDGｓのよう

にあらゆる差別・偏見・格差を無くし、持続可能な

暮らしを地域に広げる役割を果たしているように

思います。蚕都くらぶ・ま～ゆのDNAをもった新

たな有機体が増殖するイメージです。 
 
その結果、上田地域全体が持続可能な地域に

変容して行く、かも知れないということを私はドキ

ュメンタリー映画『もうひとつの明日へ』から教え

られました。そう考えると、ケセラさんの「ま～ゆは

ベースキャンプ」と辛口さんの「虎は皮を残す」と

いう言葉が核心に近く、そうやって持続可能な地

域がつくられていくのだろうと映画を観て思いま

した。 
 
 

 

おかげさまで、昨日千葉劇場のお披露目上映会＆トークセッションが無事に終了しました。 

孟晗監督からの報告  11月 30日 

今回の上映会には地域通貨や蚕都くらぶ・ま〜ゆのことを知らなかっ

た観客が多く、また 20代、30代が多いのが特徴です。ま〜ゆ 20年の

持続可能な暮らしづくりの活動や、地域通貨を活用する地域活性化の

可能性、そのいきいきとした姿をこの映像作品を通して、たくさんの観客

に伝えることができました。 

また、千葉県安房郡鋸南町や西千葉などのまちづくりの何名かの関心

者から、自主上映の問い合わせもいただいたので、来年度、私たちのドキュメンタリーの展開がとても楽

しみです。 

2年間わたって、制作・宣伝・上映をご協力いただき皆さまに、心より感謝申し上げます。 

お疲れ様でございました。 

引き続きもどうぞ、よろしくお願いいたします。 
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 アンケートに記述された感想文  
 
◉ 人は皆、使命を持って生まれてくる。そんな感想を持

ちました。ありがとう、感動しました。One Ueda 

One dream 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ 参加型認証制度についても、もっと取り込んで上田の

みでなく周辺地域のお手本になるように発展されるこ

とを期待します。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ 個人の知恵と考えを集いに活かすことができたら楽し

い生活になるような気がしました。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ すばらしい映画でした。作ってくださりありがとう。 私

はま〜ゆ会員ですが、個人的にも、社会的にも大きく

支えてもらっていることにますます感謝が深まり、泣

けましたー。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ 大人だけでなく、子どもたちが安心していられる居場

所になっていて、のびのびとしている姿がよかった。

文化も継承していて良いです。監督が優しくて温か

いので、映画も優しい雰囲気でよかった。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ とてもよかったです。改めて地域通貨の可能性を感じ

ました。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ みなさん頑張ってくださり、ありがとうございました。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ ☆４.５。とてもいいドキュメンタリー映画でした。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ 暗くて読めません。古い館でいやです。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ 素晴らしく良くまとまっていてよかった。地域通貨「ま

〜ゆ」の意義がまとまっていて良かった。大き過ぎて、

まとめるのはとても難しかったと思います。これから

の発展が希まれます。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ 映像がとてもきれい。願いが明確に伝わる。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ ま～ゆの活動が少しずつ広がれば良いですね。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ 「何かしなければ、人はつながらない」「何かをすると

人はつながる」どちらの台詞か忘れましたが深く合点

をしました。「ま〜ゆ」のつながりをうらやましく思う映

像でした。「つながることの大変さ」よりも「つながるこ

とは何だかわからないけどイイぞ」と集まってくる人々

が思うからこその 20 年だと思います。「お金のため

につながる、利潤のためにつながる」ことが必死な

人々に、その思いをどう分ってもらえるか一所懸命

考えたいと思います。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ お金、通貨とは何か未だに解らない。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ 今までのお金の流れ：大規模産業（地域外、国外、人

口流失）。 

これからのお金：地域の持続可能への投資（地域が

あとで豊か、楽に） 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ ま〜ゆのことがよくわかりました。とても良かったです。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ なかなかイイですね！ 市民でも映画できるのです

ね！ 信州上田が広がりますね！ 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ とても良い時間をありがとう。ま〜ゆらしいあたたかな

心になりました。ありがとう。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ 生きると楽しむ。豊かに生きる。そのためにコミュニテ

ィやコミュニケーションは欠かせない。本当の意味で

暮らしやすい上田に。エネルギーにも、目をそむけな

いで勉強していきたい。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ 二作目「上田に明日はない」をつくりましょう。「俺たち

には明日はない」参照。よかった。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ 地元の者なのに知らないことがあり、今回いろいろ考

えさせられました。映画に出ている方々みなさん、小

さい子から年配の方まですごく良い表情で、なんて

いいつながり、取り組みをされているんでしょうと思

いました。「豊かに生きること」とは、こういうことだと

思います。監督さん、こんなにすばらしい映画を作っ

てくださり、ありがとうございます。世界中にこの映画

を広めてください！ 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ とても良くできていたと思います。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ ウィズコロナ時代に向けた未来へのメッセージ、安全、

安心な住環境を見せていただいた。制度化について

考える必要？ 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ とても素晴らしいドキュメンタリー映画でした。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ もう少し活動に参加したいなあ。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ お疲れさまでした。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ 非常によかったです。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ おひさしぶりです。もうひとつの元気をもらえました。

ありがとうございました。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ 「我慢すること」がキーワードだと感じている昨今です。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ 映画を観にきてよかったです。 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◉ ま～ゆ経験者です。お馴染みの顔ぶれが拝見でき懐

かしい気持ちにもなりました。今回、映画ということで

その規模に驚いておりました。 

実際の感想としては、やはりいろんな意見があるんだ

と認識できました。答えがーつじゃない問題に取り組

むにはいろんな方の意見が大切だと感じ、そしてそ

の答えは一人ひとり違っていいものだと思いました。 

私個人の意見としては地域通貨というものは今のこ

の時代にはちょっともどかしいですが、合わないもの

になっているように感じました。これは地域通貨とい

う言葉からだけの判断となってしまった場合に於いて

勘違いされやすいと思いました。でもみそ作りなど。

実際のここに携わらないと体験出来ない取り組みに

は非常に関心があります。 
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「もうひとつの明日へ」の上映会

の直後でもあり寒くなってきたから

参加者が少ないかもね・・・と、けん

ちゃんと話していたら、次々とお馴

染の顔が。やっぱり集まるのが、ま

～ゆの元気の素ですね。 

今回は、あやちゃんが司会者初デ

ビュー。とても初々しい。 
 

初めに恒例のモノコト交換。 

●ぶんちゃん＝キャベツ、ブロッコリー、白菜、大根。●トムさ＝ネギ、大根、葉物

色々。今井さん＝銀杏など。どれも手塩にかけて育てた新鮮で、しかも大きい。

●殿下＝本(愛読書のおすそ分けです)。 

次はインフォメーション 

＊みんなの家のトイレ改修ワークショップについて（まこちゃん）＊味噌用大豆の刈り取り収穫（ごんべ

え）＊青木の昆虫館 今年の最終イベント（空蟲）＊「もうひとつの明日へ」上映会の御礼（ケセラ） 

ハッピーバースデー 

都々平、殿下、ノセ、まこちゃんの 4 人ハッピーバー

スデーの歌でお祝いしました。 

●都々平さん＝上映会の帰りに自転車がパンク。

困って近くの吉崎酒店に寄って助けられた。ま～

ゆのつながりがあって良かった。 

●殿下＝最近、映劇でのお手伝い仕事に忙殺されている。いい作品を企画しているから見に来てほしい。 

●ノセさん＝週 3回仕事に通っている。その他は太郎山に登って足腰を鍛えている。 

●まこちゃん＝30 年前の事故で腕がよく上がらなかったのが針治療などで動くようになった。反面、最

近は膝が痛くなってきた。 

※今井さんから、小菊の花束がプレゼントされました。 

最後にみんなでフリートーク 

＊映画「もうひとつの明日へ」の感想 

◇たくさん寄付したのにちょこっとしか出てなくてがっかり。◇孫たちも夫も一緒に観て喜んでいた。一部

の人に偏っているようにも感じた。◇はじまりのシーンがいい。エピローグの時計もとてもシュールで良

かった。◇映画の中で子どもたちの姿に注目して撮影していて未来を感じた。◇問題意識を持っていな

い人には、映画の意味が分から無いようだった。◇別の所で上映会をしてみたいという声もある。◇普

通の人が普通に暮らす当たり前の日常が、水が染み込んでいくように、静かに流れているそんな姿に

大切なモノをいろいろ感じさせられた。◇ま～ゆには、他の団体にはない楽しいことがいっぱいあると

感じた。他にも映画制作の裏話も出てきたり、色々なご意見、感想が出ました。 

＊映画以外では 

◇土壌菌を活かした農業の楽しさ（トムさ）◇上田移住し同じ問題意識を持ってる人がいると、ま～ゆに

入会。（殿下）◇高齢で耳が遠くなり、いろいろ理解することが難しくなった。（仙ちゃん）◇自治会のマレ

ットやハックルベリーのジャムつくりをしている（ぶんちゃん）◇8月から 10月まで、ま～ゆ市など参加し

なかったのは、コロナが心配だったから。最近季節がくるっているように感じる。（今井さん） 
 
このように色々な意見が出るのがま～ゆのいいところ。多様性の見本みたいと思いました。  ケセラ 



 

 

 
10 月 20 日

 

この所、秋風が異様

に冷たく感じる気候で

したが、昨日は暖かい

日差しに恵まれました。

16 名の方にご参加い

ただき、縁側で竹のコ

ップ作りをしました。 

西ちゃん指導のもと、竹トンボを作った方もい

ましたよ。 

リンちゃんのアイ

デアで竹の貯金箱

を作り、チャリンとい

う音を楽しみつつ、

トイレ募金をしてい

ただきく場面もあり

ました。 

《出店》 

・木のおもちゃ& 自家栽培の紅あずま（のこの

こ～ば）・天のほうじ茶（辛口屋）・ネギ、油菜と冬

菜、大根などのとれたて野菜（トムさ）・プルーンジ

ャム、あんずジャム、梅漬け、

手作り巾着袋（じゅんちゃん） 

※売上をトイレ改修費に寄

付してくれました。・ヒナちゃ

ん特製みつろうクリーム（ひな

ちゃんの代理でますみちゃ

ん）・リンちゃん宅の甘い柿

(ますみちゃん)※これもトイ

レ改修費に寄付してくれました。・ハーブティー、

お料理にも使えるドライハーブ（信州うらさとハー

ブ園） 

《インフォメーション》 

・「糀いらず」を主原料にした豆腐と納豆を販売

します。 (都々平) ・大豆の収穫作業は天候など

の様子を見ながらお知らせします。(ごんべえ)・

10 月 29 日は北国街道街歩き、篠ノ井駅から川

中島駅まで歩きます。(ヒデさん) ・11 月 14 日に

上田の街中にある擬洋風建築を巡る街歩きをし

ます。 (ヒデさん)  

・トイレ改修作業を 10月 28日行います。ご参

加を宜しくお願いします。(西ちゃん) ・ドキュメン

タリー映画「もうひとつの明日へ」の公開が迫っ

てきました。ご協力ありがとうございます。(ケセ

ラさん) 

じゅんちゃんから嬉しい差し入れがあったり、

お久しぶりの宙蟲さんが顔を出してくださったり、

和気あいあいと過ごした時間でした。 

 

この所の天候不良で、出来ばえが心配だった

干し柿。今日は状態を見ながらお

手入れの作業をしました。美味し

い干し柿に仕上がるといいな～と

思います。 

ご参加いただいた皆さん、あり

がとうございました。 

廿日市チーム、あやちゃん。 

 

 

 

トイレ改修工事、これまでのまとめ 第２弾 
 

１0月 28日  

建物の軸となる柱を建てる作業をしました。

もともとあった小屋の横に建物を作るので、う

まく組み合うよう微調整をしながらの作業。陶

吉さん、西チャン、ごんべえさん、かっとまんに

は、大変ご苦労いただきました。干し柿を藁
わら

に

入れて乾かす作業は、ますみちゃんとあやちゃ

んが。 

11月 4日  

屋根板を取り付け、雨水タンクを設置する土台

となる部分を作りました。ヒデさん、かっとまん、ま

すみちゃんには、水平を

確認しながらコンクリート

を塗り、ブロックを重ねる

根気のいる作業をしても

らいました。寒空の下だ

ったので、けんちゃんが

火をおこし、お茶をいれてくれました。 

11月 15日  

大豆の作業が前日にあり、スケジュールが立て

込んだ忙しい時期。そんな中でもお集まりいただ

き、リンちゃん、ヒナちゃんには防腐剤を塗る作業。

は つ か い ち  



 

 

－５－ －６－ 

かっとまん、西ちゃん、陶吉さんは壁板をはる作

業をしました。 

11月 20日  

今年最後の廿日市。その中で「トイレ工事ワー

クショップ」を行いました。10 名の方にご参加い

ただき、出入り口のドアを取り付け、壁板を張り、

雨水タンクを囲むなど、完成直前まで作業を進め

ることができました。陶吉さんが提供してくださっ

た扉を取り付ける作業には、ごんべえさん、辛口

さんにご協力いただき、ヒデさん、かっとまん、け

んちゃんは手際よく壁板をはる作業をしてくれま

した。今後の活用方法をケセラさん、リンちゃんと

みんなで話しながら過ごしました。 

11月 25日  

陶吉さん、西ちゃんに作業していただき、この

日、ついに新しいトイレが使

用できるようになりました。

手洗い場の設置や柿しぶを

塗る作業など、これから手

がける部分もありますが、

配管が正常につながり便器

が取り付けられて、トイレの

使用が可能になり本当に良

かったと思います。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

9 月から始まった、みんなの家のトイレ改修工

事。トイレの完成をきっかけに、皆さんに活用して

いただき、多様な交流の場になればと思います。

呼びかけにあたたかくご賛同いただき、ご寄付に

ご協力いただいた方々、作業にご参加くださった

方々、本当にありがとうございました。 
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 会報の広告欄を活用しましょう  
 
1年間 1200 ま～ゆで、 

あなたのお店の広告が掲載されます。 
 
会員にとって｢どうせ買うなら仲間の店か

ら｣の連帯感が強まり､ま～ゆ交換がー層活発

になります。 

※ あなたの作品をどうぞ！ 

俳句・川柳・絵画・工芸・写真・その他 

このコーナーで発表・展示しましょう 



 

 

カレーうどんに救われた  №1ケセラ  

カレーと言えば、子どもたちの夏のキャンプの定番メニュー。夕食も、とりあえずカレーにすれば

何とかなった。とりわけ夏は、茄子にズッキーニ、トマト、ピーマン、カボチャなど夏野菜を大鍋に全

て放り込んで煮込めば立派な一品に変身。夕食のみならず、朝、昼、晩と続いても、子どもたちか

らブーイングが無かった。ミルクを足してカレースープに、昆布や鰹節の出汁が効いた醤油ダレを

加えてカレーうどんに、いろいろな楽しみ方ができるのもカレーの凄いところ。そのカレーうどんに

救われた思い出がある。 

もう、はるか昔のこと。初めての妊娠時に、とてもきつい、つわりに襲われた。ご飯のにおいは 

もちろん、石鹸や歯磨き粉、化粧品など、普段なら気にならない匂いに異常に反応し、吐き気が襲

ってくる。それでも、お腹のあかちゃんに栄養をと、無理して食べても、すぐにもどしてしまい最後

には胃液しか出ない時もあった。食べることが恐怖にさえなった。 

そんなつらい日々が続いたある時、無性にカレーうどんが食べたくな

った。家で作るなんてできなかったが、幸い、近くにうどん屋さんがあっ

たので、早速カレーうどんの出前を頼んだ。何と不思議。あれだけ吐き

気が襲ってきていたのに、そのカレーうどんだけは美味しく食べること

ができた。もどさないで、ちゃんとお腹に収まってくれた。涙が出るほど

うれしかった。 

その時お腹にいた長女は、カレーうどんが大好物。今でも、うどん屋さんに行くと、カレーうどん

を注文している。でも私には、あの時食べたカレーうどんを超える味には、未だ出会っていない。 

カレーと聞いて  №147 かっとまん  

色々エピソードがあるが、東アフリカのザンビアで下請け現地工

事会社の敬虔なヒンドゥーの現場監督ご夫妻から自宅のパーティ

ーに呼ばれた。インド人なので、さすが牛肉はないが、鶏肉、豚肉

やラム肉のなどの 5,6 種類のどれも良い匂いのするカレーが並ん

でいる。ベジタリアンだろう、無理するなよと伝えたら、ご招待して

肉なしでは失礼でしょう、自分たちで作りながら、味見もしたが、 

旨く出来たか心配ですと笑い、気に入ってもらえたら有り難いと。

正直言って、どれも似たような味だったが、心温まるいつまでも記

憶に残るひとときでした。 

イスラム、ユダヤなど我々とは違う色々な方々と付き合い、えら

く閉口したこともあるが、こちらも出来るだけ配慮すれば、柔軟な

対応をしてくれるものです。 

 

－７－ 

ま～ゆ会員に 
ききました。 
 

〝カレー〟
について 

語って 

ください 

 

 
  

蕎麦処  いちや    №312 牧野隆彦 

● お食事代の 5％をまーゆでお使いください 

● 環境やお財布にもローインパクトな蕎麦屋を目指し

ています平日は予約制となっています  

※前日までにご予約頂いたお客様には一品サービス

します 

上田市住吉1160 ℡25-1841／携帯080-

5140-6689  

 

 

石窯パン ハル  春野仁宣・里美  
● 県産小麦と天然酵母のベーグル＆ヴィーガンブレッドの店  
● 1回のお買い物(500円以上)で50ま～ゆお使いになれます 
  

上田市中央 2丁目 11-19 
 

Tel & Fax: 0268-75-0777 
chatte-sato@mvb.biglobe.ne.jp 

http://www.fsf-haru.com 



 

 

カレーライス  №55 ミーすけ  

私が夕食を１品持っていくおばあちゃんがいます。 

おじいちゃんに亡くなられて６年。なんとなく気落ち

して料理することができなくなりました。娘さんがスー

パーのお惣菜を買っていることが分かり、それより｢私

の野菜の油いためでどうだろう｣と軽い気持ちで届け

てみると、とても喜んでくれたのです。 

カレーライスも作りました。おばあちゃんが作ったカ

レーライスは、おじいちゃんの大のお気に入りで「お前

の作ったカレーはおいしいな」といつもほめてくれたそ

うです。私の味はどうだろう、気に入ってもらえるか心

配でした。すると「わたしの作った味と同じでとてもお

いしいよ」と言ってくれたので、ほっとしました。 

カレールーを使った簡単なものです

が、ソースを少し、牛乳も入れて作りま

した。「カレーがあるとご飯がおいしく

って、たくさん食べられるし、次の日ま

で食べていますよ」と言ってくれるの

でタッパーにたっぷり詰めます。 

おかずもさることながら、夕方話をすることが何より

うれしいようです。できるだけ時間を作って行くように

していますが３０分だったり、１０分しかお邪魔できな

かったり、いろいろです。 

このおばあちゃんはもう９４歳になります。 

カレーの思い出   №2ごんべえ  

私の子供の頃、カレーと言えばオリ

エンタルマースカレーでした。宣伝カー

から歌が流れ風船をもらった記憶があ

ります。 

小学校 4 年生の時、家庭科の料理

実習でこのルーを使ってカレーライス

を作ることになりました。この日は父母

参観の日でいつもと違う雰囲気で、皆

何となく緊張していました。 

先生の「材料は何を使いますか？」

の質問にハイハイと手を上げジャガイ

モ、人参、玉ねぎ…と順当な答が続き

ました。そこで目立ちたがり屋のごんべ

えがハイと手を上げ「ごぼう！」とやら

かしたのです。教室中に笑い声が上が

りました。 

家に帰ると母親が「何時、お前にごぼ

う入りのカレーを食べさせました！あ

んなに恥ずかしい思いをさせられるな

んて！」とおかんむりでした。私も何で

ごぼうと答えたのか理由が分かりませ

ん。お調子者がウケを狙ったのでしょう

ね。 

№320 りょういち  

僕の頭の中には 2 種類のカレーがあります。1 つはインドのカレー。もう一つはキャンプのカレー

です。毎年 2回、小学生と幼稚園のキャンプにボランティアで参加していますが、カレーは飯盒
はんごう

炊爨
すいさん

の鉄板メニューです。でも最近の子供たちは、牛丼とか炊込御飯とか、難易度の高いメニューに挑

戦することも平気です。それでもカレーが多数派。色々工夫していることもありますが、山で食べる

カレーは本当に美味しいのです。 

ではインドのカレーは？ インドを旅したのは 40 年前です。その後わが家でカレーと言えばイン

ド風カレーのことになりました。子供が小さい時や孫が食べるときは普通の日本のカレーを作りまし

たが、それ以外は家で作るのも外食で食べるのもインド料理です。 

でも実はインドにカレーという料理はあるような無いような。マサラというのも

カレーですし、そもそも日本人から見るとインドのほとんどの料理は、名前は違

っても、カレー炒めだったりカレー煮込みなのです。日本の多くの料理に醤油が

使われているように、多くの料理にカレー系統のスパイスが使われているので

す。 

最近はインドに限らず、東南アジアの様々な国のカレーがレトルトで提供されています。これを食

べ比べるのも楽しみのひとつです。 

－10－ 

  



 

 

インドカレーが好きです  
№137 にゃんこ先生  

上田にはカレーのお店が多くて嬉しいです。

野菜か豆のカレーを、（ナンには乳製品が含ま

れるので）ご飯で食べます。 

５，６年前、インド哲学ヴェーダンタのセミナ

ーで、講師や主催者の方数名がカレーを手で

食べていました。ちょっと勇気がいりましたが、

真似してみました。あら、びっくり。１０倍も美味

しいのです。嬉しくって、しばらくの間、どこに行

っても手で食べてました。 

本来インドでは右手

の親指、人差し指、中指

の３本だけで食べるも

のですが、ヘタな私は、

小指まで黄色く染めち

ゃうのでした。 

それに、カレーが熱々な時、特にご飯が熱い

時は、指をやけどしそうでした。 

いつか再び、インドへと私を押しやる風が吹

いてきたら…、本場のカレーを食べたいな〜 

№430 やよい  

私は市役所斜め前にあるカレー屋で働い

ています。詳しく言うと中間就労支援の場で、

様々な生きづらさを抱えた若者達が社会とつ

ながる学び舎として誕生しました。働きたいけ

ど自信がない若者達がもう一度社会へ踏み

出せるように。私も生徒さん達と関わりなが

ら日々学びとても新鮮です。ドネーションカレ

ーを食べてぜひ応援してくださいね！ 
 

ちなみに私は「毎日カレーを食べても飽き

ない！」と豪語するほどカレーが好きでした

が、さすがに毎日香りを嗅いでいると嫌にな

り、賄いは弁当持参しています。「カレー」とい

うフレーズですら香りが!!  これがラーメン屋

ならどうなのだろう...と、ラーメン屋で働いて

いた妹に聞いてみると、やっぱりラーメン好き

でも食べられなくなったとか。でもカレーはス

パイシーで美味しいですよ♪ ぜひぜひ!! 

青トマトカレー  №75 Fuji  

もうすぐ冬ですね。今年も「ま～ゆの秋和菜園」はそろそろ畑じまいです 

なぜか今年は晩秋にトマトとミニトマトがますます元気になり、実を沢山付けました。しかしなか

なか赤くはなってくれません。ピクルスも作りました。でもピクルスだけでは限界！思い出したのが

カレーの具にすること・・・ 
 

ニンニクで香りを出し玉ねぎを炒め、青いミニトマト一人分１００g位を2～3ミリに切って（適当）

入れかき混ぜる。水を入れ 10 分ほど煮る、あとは好みの具を入れ、火を弱めてカレールーなどで

味付けて完成です！…ほとんど適当で大丈夫です。 
 

さっぱりしていて美味しくトマト感はほとんどありません。あまりカレーライスはしないのに、ここ

の所何回も具を変えて、隣の分も作りました。 

季節的に遅いかもしれないですが、覚えていたら来年是非！ 
 

≪ｐｓ≫赤くならないトマトを箱などに並べ窓際で日を当てると赤くなります。 

昔農家の人が「お座敷トマト」と称し家のなかで赤くしていたとか。 

今は石油とハウス栽培で赤くなりますが… 

味は盛夏のようなわけにはいきませんが、スープなど、勿論生食も OKです。 

青⇒黄⇒赤…信号みたいなお話でした。 

－９－ 

  



 

 

山で食べるカレーは…  №437 あやちゃん  

登山や自然の中での遊びなど、キャンプライフを紹

介するアウトドアのテレビ番組が好きで、良く見ていま

す。 

その中で「山で食べるカレーは最高!!」とコメントす

る出演者が多いので、本当にそうなのかな？とずーっ

と疑問に思っていました。 

そんなある日、青木村にある十観山に、けんちゃん

と二人で登る事になりました。十観山は初心者でも気

軽に登れる山。保温できるお弁当箱にカレーとごはん

を詰めて、ピクニック気分でいざ山頂へ!! 

初心者向けの山とはいえ、慣れない山道をあまり

休みをとらずに黙々と歩く道のりは、なかなか大変な

もの。頂上に着いた頃にはヘトヘトになっていました。 

それでも晴天に恵まれた日だったので、澄んだ空

気が気持ち良く、見渡す景色は絶景！ひとしきり達成

感を味わった後は、お楽しみのお弁当タイムです。 

11 月の寒空の下、お弁当を開けるとカレーのいい

香りが。一口食べるやいなや「美味しい〜(゜o゜)/」と思

わず二人で声を上げていました。テレビ番組や山好き

な人達が口々に言っていた言葉は、本当だったんだ

ぁ、と実感した瞬間でした。 

いろんな要素のスパイスが効いていた事もありま

すが、「山で食べるカレーは最高!!」という言葉を身を

持って体験しました！ 

ちなみに今回のカレーはレトルトだったので、次回

はお手製カレーにしてみたいと思います。キャンプな

ど、その場で作って食べるカレーも美味しさが倍増す

ると思うので、いつか試してみたいと思います。美味

しかった〜♪ 

母のライスカレー  
№71 トットチャン  

農家に嫁ぎ忙しい母は何かにつけよく

カレーを作ってくれた。シンプルなものだ

がごちそうだった。 

たくさんのジャガイモ・ニンジン・タマネ

ギ・ニンニク・竹輪を入れ大鍋で炒めるの

だ。コトコト弱火のかまどで煮るのだ。なぜ

かいつも竹輪なのだ⁉。別の器に小麦粉

を水で溶いてカレーの粉を注ぎルーを作

るのだ。このルーを最後に鍋に一気に流し

込むのだが、この瞬間を私たち姉妹は母

の手元を手品を見るがごときにジィーとみ

ていたものだ。このカレーが母の味であ

る。 

当時は来客やお正月、お祭りでも来な

い限り肉や刺身は口に入らない。 

私の娘が小学生の時キャンプで作るカ

レーの材料に「竹輪も‼」と言ったらキョト

ンとされたと話したことがある。どうしてど

うして母なんぞ竹輪のないときは卵一ツ

落としてのカレーだよ。これも香りよくサッ

パリ味で旨かったよ。食べる楽しみがあれ

ば材料はともあれ生きる力も湧いてくる。

貧しき頃の逸品の味でした。 

126号はのテーマは 
〝霊感・予感・第六感〟です。 

あなたは〝感〟が強い方ですか？それとも… 

｢霊感の体験｣｢予感が気になって…｣｢ヤマ勘が

的中して｣｢宝くじに当選｣等々 

何でも、とにかく｢感｣｢勘｣が付けば結構。気軽

に書いて寄せてください。 

西洋占星術・ヒーリング №267 くらげ(水沢） 
● タロット・自然療法・不思議いろいろ 
● ま～ゆ会員は2割引。 

さらに半額までま～ゆ払い可能です。 
● 障害や不具合をお持ちの方の介護や 

お手伝いも、ま～ゆで承ります(介護福祉士) 
上田市中央東 1－19 

連絡先:090-2755-1383 

 

－８－ 
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（篠ノ井～川中島） №100 アンジン 

10 月 29 日(木)に、恒例となった「北国街道・まち歩き」が

行われた。今回は、篠ノ井～川中島の区間の踏破である。  

９時 30 分に篠ノ井駅に参加者 12 名が集合し、「ヒデさん」

「ちゃーこさん」の案内で出発した。 

篠ノ井駅前で→ 
 

可毛羽神社と横田城跡 

篠ノ井周辺は、第四次川中島の戦いで、武田信玄が本陣を

置いた場所とされているが、その遺跡が残っているという「ち

ゃーこさん」の提案で、行ってみることにした。しかし、それらし

き遺跡は見当たらず、辿り着いたのが、「可毛羽（かもは）神社」である。神

社の案内板によると、上洛途中の木曽義仲、川中島の戦いで、二度焼

失したとある。この神社に隣接して、「横田城跡」の碑と木曽義仲の供

養塔があった。横田城は、室町時代の信濃国守護の小笠原長秀の圧

政に抗して、東北信の国人衆が立ち上がった「大塔の合戦」の舞台とな

った城である。ここは、平安末期（木曽義仲）、室町（大塔の合戦）、戦

国（川中島の合戦）の時代が重なり合った場所であった。 

可毛羽神社の社殿→ 

蓮香寺 

北国街道に戻り、「原村茶屋本陣」跡をめざしたが見当たらず、「蓮香

寺（れんこうじ）」に向かった。浄土宗のこの寺は、長野オリンピックの選手村

（今井）に近く、ドイツ選手団のゲストハウスになった。 

蓮香寺の山門→ 

北原延命大仏殿 

「大輪坊」という僧が、江戸から運んだとされる高さ３ｍの「阿弥陀如

来」と「子安地蔵菩薩」の座像が安置されている「北原延命大仏殿」を観

て、ここで昼食を食べた。 

北原延命大仏殿→ 

北原薬師堂跡（貞婦の碑など） 

昼食後、「北原薬師堂跡」に向かった。ここは、薬師堂跡に庚申塔や延

命大仏を運んだ「大輪坊」の墓などを集めた場所であるが、その中に、 

「貞婦おせんの碑」があった。明治４年に、東京から来た僧に言い寄られ

たが、拒絶したために殺害された女性の碑である。 

唯念寺 

最後の見学は、浄土真宗の「唯念寺（ゆいねんじ）」である。境内には、  親

鸞聖人の像が立っていた。 

唯念寺の本堂→ 

川中島駅 

川中島駅に向かい、記念撮影をして、今回の北国街道・まち歩きは、無事終了した。篠ノ井～川中島

の北国街道は、国道のバイパスの役割をしているようで、狭い道路の割には交通量が多かった。次回は

川中島～長野の区間を歩く予定である。 

北国街道まち歩き 

甲田はきもの店    №39 甲田 
● ご利用金額の 10％まで｢ま～ゆ｣をお使い

下さい 
● 靴、草履、下駄などの修理は20％まで使えます 

上田市中央4-6-24 
℡22-1272 

蕎麦屋  つゞき    №412 近藤 薫 

● お食事代のうち 100 円をま～ゆでお使いください 

● 浅間山麓 700ｍの自家製・手打ちそばです 

●珍しい変わりそばや、箱寿司･蒸し寿司などもあります  

●営業は４～12 月の金土日、11：30～14：00 です 

◇所;湯の丸ＩＣから山側へ 800ｍ祢津ＪＡの近くです 

東御市祢津1308 ℡0268-63-6192  
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動物たちの声になりたい その 36 №136 にゃんこ先生 
 

日本の国会で 

フォアグラの残虐さが語られた日 
 

先月、堀越啓仁衆議院議員がアニマルウェル

フェアについて国会で質問をし、それにこたえる

小泉進次郎環境大臣が(製造方法が残酷な)フォ

アグラを食べないようにしていると言い、植物性

の肉やチーズに言及し、エシカル消費を勧める発

言をしました。 

(昨年、ニューヨークで地球温暖化防止サミット

に出席した際にステーキを食べて一部から非難

を浴びた経験の後、彼も色々勉強した様子で

す。) 
 

愛玩動物の殺処分数 

２０１８年度の日本での犬と猫の殺処分数は合

計で年間５万を下回っています。あまりの低い数

字に何かの間違いではないかと疑うほどでした。

というのも、２０年前、私がこれらのことに目覚め

た頃、犬も猫もそれぞれ 30万匹ほどが殺処分さ

れていました。引き取った犬や猫の動物実験施設

への払い下げもまだ行われていました。不妊処置

の推進や啓発活動を続けた保護団体や個人ボラ

ンティアの方々の努力のたまものでしょう。 
 

では、畜産動物の犠牲数はどうでしよう 

 

日本で一日に殺される家畜の数 

牛 3２００頭 

豚 ４５０００頭 

鶏 １７５００００羽（175万羽） 

たった一日でこれだけの命が奪われて

います。 

彼らの命を奪っているのは、肉を食べ

たがる消費者です。 

 

（上記の数値に、輸入肉は含まれていません。

また、玉子を産まないために生後すぐに惨殺さ

れるオスのひよこも入っていません。） 

 

 

動物の命はそんなに軽いですか？ 

もしも人間の子供ひとりが残虐に殺されでもし

たら大事件として、何日も新聞やテレビをにぎわ

せます。 

殺す側が 3つのＮ(ｎｏrｍａｌ ｎｅｃｅｓｓａry ｎａtｕ

ral つまり肉食は正常で必要で自然なことであ

る)を平然と主張し、逆に、殺すなという側が、異

常だ、過激だとそしられる。それっておかしくない

ですか？(｢いや、おかしくない｣とお考えの方は、

どうか私に反駁(はんばく)してください。 
 

オランダで毛皮をとるために飼育されていたミ

ンク 1500 万頭以上が殺処分されました。新型コ

ロナウィルスに感染し、それが突然変異して再度

人間に感染したからだそうです。なお、殺処分を

行った畜産農家は補償金をもらえたそうです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もうすぐクリスマスとお正月。いつも以上に肉

食が増えるこの時期に、知って得するミニ知識 

肉を食べるとリスクが増す病気 

心臓病(虚血性心疾患)のリスクが２倍に。 

大腸がんは８.３倍に。糖尿病は 1.９倍に 

認知症は２倍に 

乳製品の摂取でリスクが増す病気 

前立腺がんは 1.５倍、卵巣がんば 1.４倍に。 

玉子を食べると前立腺がんのリスクは２倍に  
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ま～ゆ1年のあゆみ 
 

2019年 
11月 

 6日 会報編集会議：寿限無 

 7日 会報印刷(いっちゃ・しんこ・Fuji・都々平)：寿限無 

 10日 “１8周年総会＆ま～ゆまつり„：西部公民館 

 〃 会報 118号発行 

 15日 味噌用大豆刈り取り：平井寺 

 19日 世話人会：寿限無 

 20日 廿日市会議：みんなの家 

22日～24日ドキュメンタリー映画制作委員会初顔合わせ会議 

（岡山：小川孝雄・進功一千葉：孟晗、ウェイ・王：ま～ゆプロジェクトメンバー） 

 24日 味噌用大豆脱穀撮影＆取材 (孟晗、進さん、小川さん) 

 〃 上田市生涯学習シンポジウムま～ゆ紹介（ヒデさん）孟さん撮影：かっとまん：アシスタント 
 

12月 
4日 ま～ゆ秋和田んぼ 堆肥撒き 

 9日 会報印刷(宙蟲・都々平)：寿限無 

 10日 ま～ゆ市｢私の防災対策｣：中央公民館 

 〃 会報 119号発行 

 11日 味噌用大豆のとおみ掛け：寿限無 

 15日 廿日市チーム慰労会：みんなの家 

 16日 ドキュメンタリー映画 ま～ゆプロジェクト会：寿限無 

 〃 味噌用大豆の選別①：寿限無 

 17日 味噌用大豆の選別②：寿限無 

 20日 餅つき準備：寿限無 

 〃 長野県地域発元気づくり支援金説明会（ケセラ、ごんべえ、かっとまん、ヒデさん）：上田合庁 

21日～23日映画撮影（孟さん、王一舟さん、王さん） 

峰ちゃん、猫太郎、のだま、西ちゃん、菜っぱ、どんちゃん、インタビュー 

 22日 餅つき大会：寿限無 

 23日 世話人会：寿限無 

 26日 県元気づくり支援金事業事前相談会（ケセラ、ごんべえ、かっとまん、ヒデさん）：上田合庁 
 

2020年 
1月 

 5日 会報編集会議：寿限無 

 7日 繭玉ま～ゆ市準備(お年玉包装)：寿限無 

 8日 味噌用大豆の選別：寿限無 

 11日 繭玉ま～ゆ市｢お年玉福引抽選会｣：西部公民館 

 17日 包括支援センターメンバーと懇談 

(ケセラ・ごんべえ・ミーすけ･都々平)：寿限無 

 19日 ドキュメンタリー映画 ま～ゆチーム会：寿限無 

 25日 「つながる力地域づくり交流会」ま～ゆ紹介（ケセラ）：市民プラザ・ゆう 

 26日 レクリエーションチーム 年間計画作成(今井･きよちゃん･ミーすけ･都々平･ねこ･ちゃーこ)：寿限無 

 28日 千葉大学デザイン文化計画研究室「地域づくりシンポジウム」参加 

（ケセラ・ごんべえ・かっとまん・ヒデさん）：千葉大学 

 29日 ドキュメンタリー映画 制作スタッフmeeting 

（小川さん・孟晗・ケセラ・ごんべえ・かっとまん）：千葉市 

 31日 世話人会：寿限無 
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2月 

 3日 長野県元気づくり支援金申請書提出（かっとまん・ヒデさん）上田市担当課 

 8日 会報印刷(きよちゃん・ヒデさん・ケセラ・都々平)：寿限無 

 10日 ま～ゆ市｢ミニトーク｣(地域包括センターの生活支援員が見学)：中央公民館 

 〃 会報 120号発行 

 18日 長野県元気づくり支援金申請事業ヒアリング 

（ケセラ・ごんべえ・かっとまん・ヒデさん）：上田合庁 

(ミーすけ･にゃんこ先生･けんちゃん･あやちゃん･パレちゃん･都々平)：寿限無 

 〃 世話人会：寿限無 

 〃 ドキュメンタリー映画 ま～ゆチーム会：寿限無 

 〃 会報編集会議：寿限無 
 

3月 
 10日 ま～ゆ市｢近況報告｣：市民プラザ・ゆう 

 12日 ドキュメンタリー映画 ま～ゆチーム会：寿限無 

 19日 エンディングチーム 準備会(辛口･パレちゃん･ミーすけ･矢嶋･都々平)：寿限無 

 24日 世話人会：寿限無 

 25日 映画制作クラウドファンディング打合せ会（孟晗・ケセラ・かっとまん・ヒデさん）：中央公民館 

 26日 ドキュメンタリー映画 ま～ゆチーム会：寿限無 

25日～30日味噌プロジェクト 仕込み(準備･片づけを含む)：寿限無 
 

4月 
 ５日 秋和菜園スタート 

 7日 ま～ゆ秋和田んぼ 塩水選、浸漬開始 

 12日 お花見ま～ゆ市新型コロナウイルス感染予防のため中止 

 20日 廿日市オープニング新型コロナウイルス感染予防のため中止  

 〃 会報印刷(ミーすけ・都々平)：寿限無 

 〃 会報 121号発行 

 〃 ま～ゆ秋和田んぼ 籾蒔き・苗床づくり 

23日  世話人会：みんなの家 

 25日 ま～ゆ秋和田んぼ 播種、苗床づくり 

 26日 ま～ゆ寺子屋「パン作りから考える食の安全と子どもの未来」コロナのため中止 
 

5月 
 

 7日 ドキュメンタリー映画〝もうひとつの明日へ〟ま～ゆチーム会：みんなの家 

 10日 ま～ゆ市中止新型コロナウイルス感染予防のため、中央公民館使用中止 

 〃 味噌プロジェクト 畑起こし：平井寺 

 14日 レクリエーションチーム“サイクリング in青木村„ 

 20日 ま～ゆ秋和田んぼ 稲代注水開始 

 25日 ま～ゆ秋和田んぼ 代掻き 

 28日 世話人会：みんなの家 
 

6月 
 1日 中央公民館再開利用可能に 

 6日 ま～ゆ秋和田んぼ 田植え祭 

 10日 会報印刷(じゅんちゃん･ヒデさん･ケセラ･しんこちゃん･ミーすけ･都々平)：寿限無 

 〃 ま～ゆ市｢交流タイム｣：中央公民館 

 〃 会報 122号発行 

 13日 ドキュメンタリー映画〝もうひとつの明日へ〟パンフチーム:オンライン 

 1６日 「ドキュメンタリー映画編集・上映普及事業」 

長野県支援金事業申請書再提出 
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 〃 レクリエーションチーム“弘法山登山„ 

 １８日 長野県地域発元気づくり支援金事業交付決定 

 25日 世話人会：寿限無 

 〃 ドキュメンタリー映画 「もうひとつの明日へ」ま～ゆチーム会：寿限無 

 26日 孟晗監督来上田撮影 ◦パレちゃん(ため池案内) ◦あやちゃん ◦けんちゃん ◦猫太郎 

 27日 味噌プロジェクト 大豆の種蒔き：平井寺 

孟晗監督大豆種蒔きを撮影＆上田市民エネルギー総会撮影 
 

７月 
 2日 ドキュメンタリー映画 パンフ制作（千葉大チーム・ま～ゆチーム）:オンライン 

 ４日 ドキュメンタリー映画 制作委員会第 1回編集会議：オンライン（岡山・千葉・上田） 

 9日 長野大学地域づくり社会学オンライン授業 蚕都くらぶ・ま～ゆ紹介（ケセラ） 

 〃 ドキュメンタリー映画 パンフ制作（千葉大チーム・ま～ゆチーム）：オンライン 

 10日 ま～ゆ市｢交流タイム｣：中央公民館 

 12日 恵泉女子大学ヨン・チェ教授と梨の木ピース・アカデミーの講座担当者数名にま～ゆ紹介＆交流 

（ケセラ・かっとまん・あやちゃん・けんちゃん）：みんなの家 

 15日 廿日市会議：みんなの家 

 20日 カフェま～ゆ廿日市｢周辺の草刈り｣｢三角形で心理テスト｣(都々 平)・｢モアラの新曲発表｣：みんなの家 

 〃 ま～ゆ秋和田んぼ 畔草刈り 

 23日 世話人会：寿限無 

 〃 味噌プロジェクト 豆トラかけ：平井寺 

 24日 ドキュメンタリー映画 制作委員会第 2回編集会議 

（岡山・千葉・上田）：オンライン 

 27日 エンディングチーム会合：寿限無 

30日ドキュメンタリー映画 パンフ制作会議 

（千葉大チーム・ま～ゆチーム）：オンライン 

 〃 レクリエーションチーム“飯盛山登山„ 
 

８月 
 ５日 廿日市会議：みんなの家 

 6日 ドキュメンタリー映画 ま～ゆチーム制作委員会 

：寿限無 

 8日 TT 移行者の集いで、ま～ゆ活動報告(ケセ

ラ・ヒデさん)：オンライン 

 9日 味噌プロジェクト 大豆畑の草取り：平井寺 

 10日 だらだらま～ゆ市｢困りごと相談｣ほか：中央公民館 

 18日 会報印刷(6名)：寿限無 

 〃 ドキュメンタリー映画 パンフ制作会議 

（千葉大チーム・ま～ゆチーム）：オンライン 

 20日 カフェま～ゆ廿日市 

｢近況報告｣・｢トイレ改修について意見交換｣：みんなの家 

 〃 会報 123号発行 

 25日 ドキュメンタリー映画 ま～ゆチーム制作委員会：寿限無 

 27日 世話人会：寿限無 
 

9月 
 4日 ドキュメンタリー映画 パンフ制作会議（千葉大チーム・ま～ゆチーム） 

：オンライン 

 5日 廿日市会議：みんなの家 

 10日 ま～ゆ市｢平和について考える本｣紹介：中央公民館 

 12日 ま～ゆ秋和田んぼ 畔草刈り 

 13日 ドキュメンタリー映画 パンフ制作会議（千葉大チーム・ま～ゆチーム）：オンライン 
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都市･建築工房 №130ヒデさん(竹内秀夫) 

● トラブルの多いリフォームだからこそ 

お任せください 

● 家のことなら何でもお気軽にご相談ください 

● 消費税分「ま～ゆ」が使えます 

上田市御所274 

℡28-7532 fax 28-8190 

 〃 みんなの家 トイレ改修作業①(参加者 10名) 

16日・19日みんなの家 トイレ改修作業②(参加者 10名) 

 

 18日 ドキュメンタリー映画 チラシ・ポスター制作会議（千葉大チーム・ま～ゆチーム）：オンライン 

 20日 カフェま～ゆ廿日市｢近況報告｣・｢ほくろ占い｣(ヒナちゃん)：みんなの家 

 22日 ドキュメンタリー映画 制作委員会第 3回編集会議（岡山・千葉・上田）：オンライン 

 24日 世話人会：寿限無 

 〃 ドキュメンタリー映画 ま～ゆチーム会：寿限無 

 25日 エンディングチーム会合：寿限無 
 

10月 
 3日 ま～ゆ秋和田んぼ 稲刈り 

 4日 みんなの家 トイレ改修作業③(参加者 12名) 

 6日 映画ポスター下張り作業（ケセラ・かっとまん・ヒデさん・都々平） 

 7日 みんなの家｢干し柿ワークショップ｣ 

 〃 秋和田んぼ 脱穀 

 8日 ドキュメンタリー映画 ま～ゆチーム会：寿限無 

8日～16日 各地域の公民館・図書館・文化会館・協力店舗などに 

映画のチラシ・ポスター配布 

 10日 だらだらま～ゆ市｢フリートーク｣：中央公民館 

 18日 会報印刷(ヒデさん・都々平)：寿限無 

 19日  〃(かっとまん・月・ごんべえ・都々平)：寿限無 

 20日 カフェま～ゆ廿日市｢竹のコップ作り｣：みんなの家 

 〃 会報 124号発行 

 22日 世話人会：寿限無 

 23日 ドキュメンタリー映画 ま～ゆチーム会：寿限無 

 24日 ドキュメンタリー映画 制作委員会第４回編集会議(岡山・千葉・上田）：オンライン 

 27日 ドキュメンタリー映画 パンフ発送作業（ケセラ・かっとまん・都々平）：寿限無 

 28日 みんなの家 トイレ改修作業④(参加者 8名) 

29日  レクリエーションチーム“北国街道を歩く„篠ノ井→川中島 
 

11月 
 4日 みんなの家 トイレ改修作業⑤(参加者 12名) 

 5日 ドキュメンタリー映画〝もうひとつの明日へ〟試写会・会場下見：上田映劇 

 8日 ドキュメンタリー映画〝もうひとつの明日へ〟お披露目上映会：上田映劇 

 10日 ま～ゆ市｢映画の感想｣：中央公民館 

 〃 ま～ゆ大豆の豆腐・納豆頒布：寿限無 

 14日 味噌プロジェクト 大豆収穫：平井寺 

 15日 みんなの家 トイレ改修作業⑥(参加者 5名) 

 20日 カフェま～ゆ廿日市｢トイレワークショップ⑦｣(参加者 10名)：みんなの家 

  ※トイレ改修作業には次の方々が参加しました 

   (陶吉･西ちゃん･ごんべえ･かっとまん･ケセラ･ヒデさん･リンちゃん･ますみちゃん･ひなちゃん･そだっち･けんちゃん･あやちゃん) 

 26日 世話人会：寿限無 

 〃 会計監査(かっとまん・まるちゃん)：寿限無 

 

コロボックル  (西山) 
№381 殿下 №388 キョン  

オーガニック・フェアトレードの自然食品を 
25 年にわたって自宅で扱っています 

代金の１０％分 ま～ゆが使えます  
上田市古里 699-6 □P ２台ほど可能 

Tel  0268-27-3903 
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繭玉ま～ゆ市＆新年会 
１ 月 9 日(土) １ 時 30分から  西部公民館 

お楽しみお年玉抽選会(外れ無し) 
※ 詳細はま～ゆ ML で 

 

代 表  安 井 啓 子 

ま～ゆ 連絡先  前 田 光 俊 

 〒386-0041 上田市 秋和  503-6 
  TEL (０２６８) 27-1230 

ホームページ    
http://mayu.lolipop.jp/santo/ 

編集を終って 

ドキュメンタリー映画〝もうひとつの明日へ〟がコロ

ナ禍のもと、めでたく完成し、上映会が上田・千葉・岡

山で開催されました。この映画一筋と言っても過言で

ないような 1 年だった気がします。自粛ムードでほかに

やることがあまりなかっただけに、より印象深く思われ

たかもしれません。 

何気なく楽しんできた(ほぼ)20 年の営みが傍から評

価されて｢ま～ゆの記録｣とどまらない映画になった。 

それが観客にどう伝わるか？期待しましょう。 

ただし会員の多くが高齢化に伴い活力を低下させて

いる現実は覆い難く｢若者に期待するもの｣大です。虎

が死んで皮を残したところで何が得られるでしょう？ 

今のま～ゆ活動にとらわれない｢もうひとつのま～ゆ｣

を築き上げるスタートがいつの日かきっと切られること

を祈っています。   都々平 

月の ま～ゆ市 は

10 日(月)夜 7：00～ 

または 11 日(祝)昼 1：30～ 
会場も未定(MLでお知らせ) 

 会報に携わった人  
 
 編集長  前田光俊 

 記事  安井啓子・前田美枝子・小林綾子・前田光

俊･ 

 イラスト  竹内紀子(カット) 斉藤唯結
ゆ ゆ い

(表紙) 

 写真  竹内秀夫・前田光俊・小林綾子 

 校正  前田光俊・竹内紀子・前田美枝子・曽田充・

小池遼太 

街の気軽なマルチメディアショップ 

㈲ 伸和印刷    №57 中澤 
● ご利用金額の 10%まで「ま～ゆ」をお使いください 

● 今、流行りの自分史を作ってみませんか? 

● 会議資料作りに便利な、製本機能付き 

高速デジタルコピー機導入しました 

上田市国分１-７-12 

℡22-7710 Fax22-7718 

今回は密集・密接を避けるため、昼食会の代わりに〝餅三昧セット〟 
(あんころ餅・きなこ餅・大福 等)を 餅持ち帰りとします。 
 

 １２月２7 日(日)８時から 寿限無で 

 持物 タッパー・のし餅を運ぶ板(段ボール可) 

 会費 大人５００円＋1００ま～ゆ 

  子供３００円＋10０ま～ゆ 

※ ま～ゆ通帳を持ってこない場合は＋1００円です 
 

 参加申込 寿限無へ 締切り １２月 20日（日） 

 のし餅 １６００円＋ のし板代 ２００円(デポジット＝返却時返金) 

25 日(金)午前 10 時から 会場づくりと米洗いです｡(※参加者には５００円の手当が出ます) 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


