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ハイブリッド例会

点　　鐘　　小林（正）副会長　

司　　会　　副ＳＡＡ　谷田部(勝)会員

◇ロータリーソング「奉仕の理想」

◇本日のランチ　牛鍋　香の物　汁　御飯

ビジター紹介
　
　　　　小林（正）副会長

◇米山記念奨学生　

　ラグワスレン，アマルサナー君

◇螺良事務所　秋山 和俊 様　菅谷 通正 様

 
会長挨拶　　　　　　 小林（正）副会長 

皆様、こんにちは。今月は「平和構築と紛争予

防月間」です。宇露間の戦争もまもなく２年が経

過します。また、ガザ地区での紛争は未だ収束の

目処が立っておらず、周辺国への更なる拡大が懸

念されています。ロータリアンとしてどのような

ことが出来るか、改めて考え、行動していかなけ

ればならないと感じております。

さて、２月３日は節分、昨日 19 日は二十四節

気で ｢ 雨水 ｣ でした。天文学的には太陽が黄経

330 度の点を通過する時だそうです。今まで降っ

た雪や氷が解けて水となり、雪が雨に変わって降

ると言う意味です。来月５日になると啓蟄を迎え

暦の上では春となります。このところ暖かい日が

続いていますが、明日からはまた冬の寒さに戻る

予報です。会員の皆さまも急な気候の変化に、体

調を崩されませんようご留意ください。

先週月曜日 12 日は初午でした。初午は２月の

最初の午の日をいい、稲荷を祭る行事で、春の季

語でもあります。この日は全国各地の神社で祭礼

が行われます ( 初午祭り )。特に、京都伏見の大

社は、信仰の中心で名高く、この日、 初午の人々

で大いににぎわうそうです。二の午・ 三の午と

続ける地方もあります。これは江戸時代に－今ド

ラマでやっています ｢ 大奥 ｣ にも登場する－田

沼意次が邸内に稲荷を祭って出世したところか

ら、町民に稲荷が開運の神として盛んに信仰され、

町々の小屋敷には、圧倒的に多く稲荷が祭られて

いたそうです。しかしそれほど多かった稲荷社も、

関東大災や空襲で殆ど焼失してしまいました。現

在、初午の日には、「正一位稲荷大明神」と書い

た赤い幟を立て、赤いものや油揚げ、団子などを

供えて祭ります。油揚げを供えるのは、 キツネが

稲荷神の使いであると信じられているからです。

もともと、稲荷は稲生の意味であるとされ、農業

神でした。祭神は宇迦之御魂の神で、五穀をつか

さどる農業神であり、それが後世、商工業・漁業

の神にもなっていきました。私たちも職業を持つ

ものとして、初午を職業奉仕の理念を思い起こさ

せる行事としても大切にしていきたいと思います。

また初午は、江戸時代では、子供が寺小屋へ入門

する日でもあったとのこと。心新たに勉学に励ま

なければと思います。

さて、本日は螺良昭人会員の県政についての卓

話です。会員の皆さまもどうぞお楽しみに。
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（電停）が安価に設置できる、と３つありますが、

宇都宮の場合、①を最大限に使った例で、②③は

あまり使っていません。これを少し考えて、路面

電車、JR 線、東武線を繋いでみました。LRT で、

相互乗り入れが可能、ということも十分考えられ

るのではないかと思っています。

（２）宇都宮中心市街地のまちづくり支援ついて

川村さんの話にもありましたが「駅西口に 110

メートルの複合ビル建設」等、LRT の西側延伸を

見据えた取組みが行われています。田川の改修も

順次進んでおりまして、来年以降は災害に強いま

ちづくりというのが出来てくると思います。

（３）県庁周辺の土地利用の在り方について

県庁周辺に空き地が多く、サウンディング調査

が行われました。どういうコンセプトでまちづく

りをするのか、市民、県民の皆さんと話をしてい

かなければならないと思っています。

３．県民の歯と口腔の健康づくりの推進について

歯周病が与える影響は、脳梗塞、誤嚥性肺炎、

動脈硬化、糖尿病など、様々な病気の要因になる

と言われています。具体的に、呼吸器系の疾患に

かかる確率は４倍、心筋梗塞は５倍、脳梗塞 2.8

倍、アルツハイマー２倍、新型コロナの重症化 4.7

倍、新型コロナの死亡率 8.8 倍、などですが、歯

周病検診受診率は、40 歳代で 4.7%、一番受けて

いるといわれる 70 歳代でも 7.3% です。歯が 10

本以上残っていると、80 歳以上の生存率は、男

性は約２倍、女性は 1.5 倍です。さらに、歯の本

数が０～４本の人は、20 本以上ある人に比べて

年間医科医療費が 19 万円高いという結果に。栃

木県全体で考えると年間約 3,610 億円の差がでま

す。これを受けて、国では、「国民皆歯科検診」

に向けた取組みを推進し、宇都宮市でも、ワンコ

インの歯科検診など、いろいろな取り組みをして

います。これは非常に重要なことだと考えていた

だければと思います。

４．働き方改革による救急をはじめとする医療体

　　制への影響について

令和６年４月から、医師の働き方改革がはじ

まり、勤務医の時間外労働が年間 960 時間以内

（月平均 80 時間）となります。時代の流れの中で、

救急救命の特に「救急」に関して医療体制の確保

を考えていかなければなりません。

５．豚熱対策について

栃木県の養豚場で、県内５例目となる豚熱が２

月 17 日に発生いたしました。今、殺処分をして

いるとのことです。CSF と言われる豚熱にはワク

チンがあり、有効に機能するとのことです。しか

　※前任の菊地章浩会員は退会となります

◇奨学金の授与

米山記念奨学生　

　ラグワスレン,アマルサナー君

幹事報告 谷田部（修）幹事

◇後期会費・諸費の入金が未だの方はご入金を。

委員会報告 　

◇スマイルボックス委員会 　菊地（正）委員長

川村壽文会員　　

私が理事長を務める宇都宮駅西口再開発準備

組合の記事が下野新聞２月 12 日第一面にて紹

介されましたので。

卓　話

「県政報告」

　　　　　　栃木県議会議員　螺良　昭人会員

皆さん、こんにちは。私は政治生活30年にな

りますが、こちらの怪獣の絵は、ずっと使って

きた、（モスラ、ゴジラ）ツブラというキャラク

ターです。本日は、７つのテーマで進めさせてい

ただきたいと思います。よろしくお願い致します。

－　パワーポイントと動画にて説明　－

１．移住促進について

移住相談が非常に多いようです。ふるさと回帰

支援センターのアンケートで、移住希望地ランキ

ングは、令和元年はランキング外でしたが、令和

４年には全国３位になりました。移住支援金 100

万円というものもあり、順調に進んでいるという

ことです。

２．LRT開通による県と宇都宮市の魅力向上に　

　　ついて

（１）地域公共交通の在り方について

LRT のメリットには大きく分けて①道路を利用

して路面電車として走ることができる②既存の鉄

道線路を電車として走ることができる③停留場

－ 2－



－ 3－

しながら、生まれる子豚の 20 頭のうち１～２頭

は親の抗体を引き継いでおらず、そんな中で、イ

ノシシ等が豚熱を持ち込むと感染してしまうこと

があります。一頭でも感染すれば、そこは全頭処

分となってしまいます。ワクチン以外の対策とし

て、養豚場のバイオセキュリティを上げる、野生

のイノシシの捕獲駆除があります。ASF（アフリ

カ豚熱）にはワクチンがありませんので、この二

つの対策を強化するほかありません。殺処分には

ものすごくお金がかかります。ならば、養豚場の

バイオセキュリティを上げるためにお金を使うよ

うにすればどうか、というのが私の持論でもあり、

そう、訴えています。

６．災害時におけるLPガスの有効活用に向けた　

　　取組みについて

LP ガス災害バルク :LP ガスを備蓄するバルク

貯蔵と供給設備が一体となった設備。災害に強い

システムです。栃木県は７～８割が LP ガスです

ので各家庭にあればと思います。分散型のエネル

ギーで、容器がしっかりしているので 10 年位減

量しません。復旧もスムーズです。LP ガス災害

バルクで電気はできる、物を煮炊きできる、あら

ゆるものに使っていけます。避難場所等にも普及

させていきたいと思い、働きかけをしています。

７．栃木県産　鮎・マスに関して

実は私は、栃木県漁業協同組合の会長もしてお

ります。水産多面的活動を、栃木県の水質資源を

しっかり守るという意味でやらせていただいてお

ります。栃木県の鮎の生産量（養殖）は全国４位、

漁獲量（天然鮎）は全国２位、マス（養殖）に関

しては全国５位です。栃木の鮎やマスを産み出し

ながら栃木の内水面について考えて行きたい、そ

んな思いです。

　※栃木県の鮎・マスについて動画鑑賞

本日は、ありがとうございました。


