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産
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３
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５
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森
を
育
て
て
次
代
へ
つ
な
ぐ

半
世
紀
の
歳
月
を
経
て

成
長
し
て
き
た
木
々

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
が
多
く
の
人
の

手
に
よ
っ
て
植
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ

の
と
き
植
栽
さ
れ
た
苗
木
が
成
長
を

遂
げ
、
今
、
木
材
と
し
て
活
用
で
き

る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　苗
木
が
成
長
し
、
木
材
と
し
て
利

用
で
き
る
ま
で
に
は
、
約
40
年
か
ら

50
年
の
歳
月
を
要
し
ま
す
。
そ
の
間
、

放
っ
て
お
く
だ
け
で
は
木
々
は
育
ち

ま
せ
ん
。
今
日
の
収
穫
期
は
、
半
世

紀
に
渡
っ
て
森
林
を
守
り
育
て
て
き

た
、
林
業
に
携
わ
る
人
た
ち
の
力
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
と
い
え
ま
す
。

　現
在
、
大
分
市
内
に
植
え
ら
れ
て

い
る
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
う
ち
、
伐
採

の
適
齢
期
に
あ
る
も
の
は
約
６
割
。

大
分
市
の
木
材
の
生
産
量
は
ま
だ
少

な
い
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
の
利
用
を

増
や
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
、
市

で
は
、
市
産
材
を
使
っ
た
木
造
住
宅

な
ど
に
助
成
を
行
う
と
い
っ
た
取
り

組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。
昨
年
８
月

に
は
公
共
施
設
で
市
有
林
の
木
材
を

活
用
し
た
初
の
試
み
と
し
て
、
ヒ
ノ

キ
を
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
材
に
加
工
し
、

滝
尾
小
学
校
の
床
材
と
し
て
利
用
。

市
の
大
切
な
資
産
で
も
あ
る
森
林
を
、

育
て
て
生
か
す
取
り
組
み
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　国
土
の
約
３
分
の
２
が
森
林
に
覆
わ

れ
、
世
界
で
も
有
数
の
森
林
国
と
言
わ

れ
て
い
る
日
本
。
森
林
か
ら
切
り
出
さ

れ
た
木
々
は
、
建
物
や
家
具
、
食
器
な

ど
に
使
わ
れ
、
昔
か
ら
木
材
を
使
用
す

る
文
化
を
築
い
て
き
ま
し
た
。
大
分
市

も
面
積
の
お
よ
そ
半
分
、
２
万
４
千
ヘ

ク
タ
ー
ル
ほ
ど
を
森
林
が
占
め
て
い
ま

す
。　森

林
が
持
つ
機
能
は
、
木
材
供
給
の

ほ
か
に
も
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
ま
ず

は
災
害
防
止
機
能
。
樹
木
の
根
が
土
や

石
を
固
定
し
土
砂
の
崩
壊
を
防
ぐ
ほ

か
、
下
草
や
落
ち
葉
は
雨
に
よ
る
土
の

流
出
を
抑
え
ま
す
。
森
林
の
土
壌
は
ス

ポ
ン
ジ
の
よ
う
に
水
を
吸
収
し
て
蓄

え
、
徐
々
に
河
川
へ
流
し
ま
す
。
こ
の

働
き
に
よ
り
、
洪
水
を
緩
和
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
次
に
、
森
林
の
樹
木
が

大
気
中
の
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
す
る
こ

と
に
よ
る
地
球
環
境
保
全
機
能
。
さ
ら

に
、
森
林
浴
の
よ
う
に
緑
の
多
い
森
林

の
中
を
散
策
す
る
こ
と
に
よ
る
癒
や
し

の
効
果
な
ど
、
森
林
は
私
た
ち
の
暮
ら

し
の
中
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
す
。

　戦
後
、
復
興
の
た
め
木
材
需
要
が
急

増
し
、
日
本
各
地
に
木
材
生
産
の
た
め

の
人
工
林
が
造
成
さ
れ
、
市
内
に
も
、

地元の木材を使うメリット

市
の
面
積
の
お
よ
そ
半
分
を
占
め
る
森
林
。戦
後
に
植
え
ら
れ
た
木
々
が
今
、収
穫
期
を
迎
え
て
い
ま
す
。

今
回
は
、森
林
が
持
つ
機
能
や
林
業
に
携
わ
る
人
、市
の
林
業
施
策
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

市有林のヒノキを加工した床材（滝尾小学校） 苗木を植えた頃の大南地区の山（提供：大分県） 野津原地区のスギ林

森を育てて次代へつなぐ

1. 森林の機能を持続的に発揮できる
木材の供給が増えることで地元の森林の整備が進み、災害防止機能や環境保全の働きといった、
森林が持つ多様な機能の維持向上につながります。

2. 環境に優しい
木が切られてから木材として利用されるまでの移動距離が短いため、輸送の際に排出される二酸化
炭素の量を抑えることができます。

3. 林業や木材産業の活性化
地元の木材を使うことで、林業をはじめとした地域経済の活性化が期待できます。

3 市報おおいた  H31.２.１

問

　林業
水
産
課

　☎５
３
７
・
５
７
８
３

森
を
育
て
て
次
代
へ
つ
な
ぐ

半
世
紀
の
歳
月
を
経
て

成
長
し
て
き
た
木
々

ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
な
ど
が
多
く
の
人
の

手
に
よ
っ
て
植
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ

の
と
き
植
栽
さ
れ
た
苗
木
が
成
長
を

遂
げ
、
今
、
木
材
と
し
て
活
用
で
き

る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　苗
木
が
成
長
し
、
木
材
と
し
て
利

用
で
き
る
ま
で
に
は
、
約
40
年
か
ら

50
年
の
歳
月
を
要
し
ま
す
。
そ
の
間
、

放
っ
て
お
く
だ
け
で
は
木
々
は
育
ち

ま
せ
ん
。
今
日
の
収
穫
期
は
、
半
世

紀
に
渡
っ
て
森
林
を
守
り
育
て
て
き

た
、
林
業
に
携
わ
る
人
た
ち
の
力
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
と
い
え
ま
す
。

　現
在
、
大
分
市
内
に
植
え
ら
れ
て

い
る
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
う
ち
、
伐
採

の
適
齢
期
に
あ
る
も
の
は
約
６
割
。

大
分
市
の
木
材
の
生
産
量
は
ま
だ
少

な
い
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
の
利
用
を

増
や
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
に
、
市

で
は
、
市
産
材
を
使
っ
た
木
造
住
宅

な
ど
に
助
成
を
行
う
と
い
っ
た
取
り

組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。
昨
年
８
月

に
は
公
共
施
設
で
市
有
林
の
木
材
を

活
用
し
た
初
の
試
み
と
し
て
、
ヒ
ノ

キ
を
フ
ロ
ー
リ
ン
グ
材
に
加
工
し
、

滝
尾
小
学
校
の
床
材
と
し
て
利
用
。

市
の
大
切
な
資
産
で
も
あ
る
森
林
を
、

育
て
て
生
か
す
取
り
組
み
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。

　国
土
の
約
３
分
の
２
が
森
林
に
覆
わ

れ
、
世
界
で
も
有
数
の
森
林
国
と
言
わ

れ
て
い
る
日
本
。
森
林
か
ら
切
り
出
さ

れ
た
木
々
は
、
建
物
や
家
具
、
食
器
な

ど
に
使
わ
れ
、
昔
か
ら
木
材
を
使
用
す

る
文
化
を
築
い
て
き
ま
し
た
。
大
分
市

も
面
積
の
お
よ
そ
半
分
、
２
万
４
千
ヘ

ク
タ
ー
ル
ほ
ど
を
森
林
が
占
め
て
い
ま

す
。　森

林
が
持
つ
機
能
は
、
木
材
供
給
の

ほ
か
に
も
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
ま
ず

は
災
害
防
止
機
能
。
樹
木
の
根
が
土
や

石
を
固
定
し
土
砂
の
崩
壊
を
防
ぐ
ほ

か
、
下
草
や
落
ち
葉
は
雨
に
よ
る
土
の

流
出
を
抑
え
ま
す
。
森
林
の
土
壌
は
ス

ポ
ン
ジ
の
よ
う
に
水
を
吸
収
し
て
蓄

え
、
徐
々
に
河
川
へ
流
し
ま
す
。
こ
の

働
き
に
よ
り
、
洪
水
を
緩
和
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
次
に
、
森
林
の
樹
木
が

大
気
中
の
二
酸
化
炭
素
を
吸
収
す
る
こ

と
に
よ
る
地
球
環
境
保
全
機
能
。
さ
ら

に
、
森
林
浴
の
よ
う
に
緑
の
多
い
森
林

の
中
を
散
策
す
る
こ
と
に
よ
る
癒
や
し

の
効
果
な
ど
、
森
林
は
私
た
ち
の
暮
ら

し
の
中
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
す
。

　戦
後
、
復
興
の
た
め
木
材
需
要
が
急

増
し
、
日
本
各
地
に
木
材
生
産
の
た
め

の
人
工
林
が
造
成
さ
れ
、
市
内
に
も
、

地元の木材を使うメリット

市
の
面
積
の
お
よ
そ
半
分
を
占
め
る
森
林
。戦
後
に
植
え
ら
れ
た
木
々
が
今
、収
穫
期
を
迎
え
て
い
ま
す
。

今
回
は
、森
林
が
持
つ
機
能
や
林
業
に
携
わ
る
人
、市
の
林
業
施
策
な
ど
を
紹
介
し
ま
す
。

市有林のヒノキを加工した床材（滝尾小学校） 苗木を植えた頃の大南地区の山（提供：大分県） 野津原地区のスギ林

森を育てて次代へつなぐ

1. 森林の機能を持続的に発揮できる
木材の供給が増えることで地元の森林の整備が進み、災害防止機能や環境保全の働きといった、
森林が持つ多様な機能の維持向上につながります。

2. 環境に優しい
木が切られてから木材として利用されるまでの移動距離が短いため、輸送の際に排出される二酸化
炭素の量を抑えることができます。

3. 林業や木材産業の活性化
地元の木材を使うことで、林業をはじめとした地域経済の活性化が期待できます。

2市報おおいた  H31.２.１



は
切
り
倒
す
木
の
選
定
と
伐
採
、
測

量
や
草
刈
り
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

毎
日
忙
し
い
で
す
が
、
と
て
も
充
実

し
て
い
ま
す
」
と
笑
顔
で
話
し
て
く

れ
ま
し
た
。

　「木
が
伐
採
で
き
る
大
き
さ
に
成
長

す
る
の
に
か
か
る
期
間
は
50
年
ほ
ど
。

そ
れ
ま
で
先
人
が
育
て
整
備
し
て
き

た
木
を
、
私
た
ち
が
切
ら
せ
て
い
た

だ
く
。
そ
し
て
、
今
植
え
た
苗
木
は
、

次
の
世
代
の
た
め
に
整
備
し
て
い
き

ま
す
。
林
業
は
、
ま
さ
に
〝
世
代
を

つ
な
ぐ
〞
も
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

壮
大
で
、
と
て
も
誇
ら
し
い
仕
事
で

す
」
と
老
籾
さ
ん
。
未
来
の
森
林
を

造
っ
て
い
く
こ
と
に
大
き
な
や
り
が

い
を
感
じ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　老
籾
さ
ん
の
上
司
で
あ
る
松
田
浩

二
さ
ん
は
、
林
業
に
25
年
携
わ
っ
て

き
ま
し
た
。「
昔
は
何
で
も
手
作
業
で
、

切
っ
た
木
材
を
馬
で
運
ぶ
こ
と
も

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
周
り
の
環
境
が

変
わ
っ
て
も
、
山
の
地
形
は
昔
か
ら

変
わ
ら
な
い
。
勾
配
が
急
な
場
所
も

あ
る
中
で
、
今
あ
る
森
林
を
造
っ
た

　大
分
市
と
由
布
市
管
内
の
森
林
を
管

理
す
る
「
お
お
い
た
森
林
組
合
」
の
老

籾
裕
成
さ
ん
は
、
林
業
の
現
場
に
必
要

な
基
礎
知
識
や
機
械
操
作
な
ど
の
技
術

を
習
得
で
き
る
「
お
お
い
た
林
業
ア
カ

デ
ミ
ー
」
の
29
年
度
研
修
生
。
林
業
ア

カ
デ
ミ
ー
は
、
県
内
の
森
林
組
合
や
林

業
会
社
な
ど
の
林
業
分
野
へ
の
就
業
を

目
指
す
人
を
対
象
に
し
た
、
未
来
の
担

い
手
を
育
て
る
研
修
の
場
で
す
。
こ
の

研
修
生
に
対
し
て
、
市
で
は
「
大
分
市

林
業
作
業
士
確
保
育
成
支
援
事
業
」
と

し
て
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　老
籾
さ
ん
も
、
支
援
を
受
け
て
昨
年

春
に
ア
カ
デ
ミ
ー
を
卒
業
し
、
林
業
の

仕
事
に
携
わ
っ
て
い
る
一
人
で
す
。

　も
と
も
と
医
療
関
係
の
仕
事
を
し
て

い
た
老
籾
さ
ん
は
、「
自
然
に
関
わ
る

仕
事
が
し
た
い
」
と
い
う
強
い
思
い
か

ら
研
修
に
応
募
。
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
見

分
け
方
や
専
門
用
語
の
修
得
と
い
っ
た

林
業
の
基
礎
知
識
か
ら
、
チ
ェ
ー
ン

ソ
ー
や
重
機
の
操
作
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

方
法
な
ど
実
践
的
な
こ
と
ま
で
、
一
年

間
み
っ
ち
り
と
学
ん
だ
そ
う
で
す
。「
今

先
人
た
ち
に
は
頭
が
下
が
る
思
い
で

す
」
と
松
田
さ
ん
。
現
場
で
新
た
な
苗

木
を
植
え
る
と
き
は
「
50
年
後
、
こ
の

木
が
育
ち
、
皆
さ
ん
の
暮
ら
し
に
役

立
っ
て
ほ
し
い
」
と
の
願
い
を
込
め
て

い
る
そ
う
で
す
。

　今
、
林
業
が
抱
え
る
課
題
の
一
つ
で

あ
る
後
継
者
不
足
。
こ
れ
か
ら
の
森
づ

く
り
を
担
っ
て
い
く
老
籾
さ
ん
の
こ
と

を
、
松
田
さ
ん
は
「
若
い
力
が
林
業
に

携
わ
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
う
れ
し
い
」

と
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
て
話
し
て
い
ま
し

た
。

　林
業
は
木
を
伐
採
す
る
の
も
、
山

を
測
量
す
る
の
も
、
新
し
い
技
術
が

導
入
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
人
の

力
が
必
要
で
す
。
ま
た
、苗
を
植
え
て
、

木
材
と
し
て
切
り
出
す
ま
で
に
長
い

時
間
が
か
か
る
た
め
、
植
え
た
木
の

収
穫
に
は
立
ち
会
え
な
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、未
来
の
た
め
に
、

今
あ
る
森
林
を
守
り
、
育
て
る
の
が

林
業
の
仕
事
。
そ
こ
に
は
先
人
た
ち

が
抱
い
た
で
あ
ろ
う
誇
り
と
熱
意
が

一
緒
に
引
き
継
が
れ
、
今
に
息
づ
い

て
い
ま
す
。

つ
な
ぐ

―

緑
豊
か
な
森
林
を
次
の
世
代
へ―

人
か
ら
人
へ
つ
な
が
れ
、
守
ら
れ
て
き
た
森
林
。
こ
の
財
産
を
未
来
へ
つ
な
ぐ
た
め
、

市
で
は
担
い
手
確
保
や
市
産
材
の
利
用
促
進
な
ど
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

も
み
ひ
ろ
な
る

　県内の森林で採れた原木を製材した木材や県内の加
工業者などから供給された国産の木材を「地域材」と
して、利用促進を図るための方針を定めています。
　地域材を利用することで、森林の適正な整備・保全
や地域活性化、雇用の創出などにつながるほか、木と
の触れ合いや木の良さを実感する機会を増やすことに
もなります。

　市では、市産材で戸建住宅や公共的施設などを整
備する際に、市産材の利用量に応じた助成を行うこと
で、市産材の積極的な利用を進めています。

　林業分野への就業を目指している人や林業を新たに
始めようとする人を対象にした「おおいた林業アカデ
ミー」の研修生に、交通費相当の助成を行っています。

大分市公共建築物等における地域材の利用
の促進に関する基本方針（24年3月策定）

市産材を利用した木造住宅などへの助成

大分市林業作業士確保育成支援事業

伐採の様子。木は切り倒すときも、植えるときも、一本
一本行われる。

市産材を使った戸建住宅（左）と保育施設（右）

お
い

森を育てて次代へつなぐ

林業は“世代をつなぐ”
　  壮大で誇らしい仕事

　林業に従事した経験が 1年未満で、研修終了後に県
内の森林組合や林業会社などの林業分野に就業するこ
となどが条件です。
■ 募集期限：3月1日㈮
■ 研修期間：4月中旬～ 2020 年3月

申込方法など詳しくは、（公財）森林ネットおおいた
（☎546-3009）へ。

おおいた林業アカデミー31年度研修生
（第二次募集）

※第一次募集は終了しています

市
産
材
な
ど
の
利
用
促
進
と
林
業
の
人
材
育
成
に
向
け
た
取
り
組
みも り

林業に携わっている老籾さん（右）と松田さん（左）
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は
切
り
倒
す
木
の
選
定
と
伐
採
、
測

量
や
草
刈
り
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

毎
日
忙
し
い
で
す
が
、
と
て
も
充
実

し
て
い
ま
す
」
と
笑
顔
で
話
し
て
く

れ
ま
し
た
。

　「木
が
伐
採
で
き
る
大
き
さ
に
成
長

す
る
の
に
か
か
る
期
間
は
50
年
ほ
ど
。

そ
れ
ま
で
先
人
が
育
て
整
備
し
て
き

た
木
を
、
私
た
ち
が
切
ら
せ
て
い
た

だ
く
。
そ
し
て
、
今
植
え
た
苗
木
は
、

次
の
世
代
の
た
め
に
整
備
し
て
い
き

ま
す
。
林
業
は
、
ま
さ
に
〝
世
代
を

つ
な
ぐ
〞
も
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

壮
大
で
、
と
て
も
誇
ら
し
い
仕
事
で

す
」
と
老
籾
さ
ん
。
未
来
の
森
林
を

造
っ
て
い
く
こ
と
に
大
き
な
や
り
が

い
を
感
じ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　老
籾
さ
ん
の
上
司
で
あ
る
松
田
浩

二
さ
ん
は
、
林
業
に
25
年
携
わ
っ
て

き
ま
し
た
。「
昔
は
何
で
も
手
作
業
で
、

切
っ
た
木
材
を
馬
で
運
ぶ
こ
と
も

あ
っ
た
よ
う
で
す
。
周
り
の
環
境
が

変
わ
っ
て
も
、
山
の
地
形
は
昔
か
ら

変
わ
ら
な
い
。
勾
配
が
急
な
場
所
も

あ
る
中
で
、
今
あ
る
森
林
を
造
っ
た

　大
分
市
と
由
布
市
管
内
の
森
林
を
管

理
す
る
「
お
お
い
た
森
林
組
合
」
の
老

籾
裕
成
さ
ん
は
、
林
業
の
現
場
に
必
要

な
基
礎
知
識
や
機
械
操
作
な
ど
の
技
術

を
習
得
で
き
る
「
お
お
い
た
林
業
ア
カ

デ
ミ
ー
」
の
29
年
度
研
修
生
。
林
業
ア

カ
デ
ミ
ー
は
、
県
内
の
森
林
組
合
や
林

業
会
社
な
ど
の
林
業
分
野
へ
の
就
業
を

目
指
す
人
を
対
象
に
し
た
、
未
来
の
担

い
手
を
育
て
る
研
修
の
場
で
す
。
こ
の

研
修
生
に
対
し
て
、
市
で
は
「
大
分
市

林
業
作
業
士
確
保
育
成
支
援
事
業
」
と

し
て
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　老
籾
さ
ん
も
、
支
援
を
受
け
て
昨
年

春
に
ア
カ
デ
ミ
ー
を
卒
業
し
、
林
業
の

仕
事
に
携
わ
っ
て
い
る
一
人
で
す
。

　も
と
も
と
医
療
関
係
の
仕
事
を
し
て

い
た
老
籾
さ
ん
は
、「
自
然
に
関
わ
る

仕
事
が
し
た
い
」
と
い
う
強
い
思
い
か

ら
研
修
に
応
募
。
ス
ギ
や
ヒ
ノ
キ
の
見

分
け
方
や
専
門
用
語
の
修
得
と
い
っ
た

林
業
の
基
礎
知
識
か
ら
、
チ
ェ
ー
ン

ソ
ー
や
重
機
の
操
作
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

方
法
な
ど
実
践
的
な
こ
と
ま
で
、
一
年

間
み
っ
ち
り
と
学
ん
だ
そ
う
で
す
。「
今

先
人
た
ち
に
は
頭
が
下
が
る
思
い
で

す
」
と
松
田
さ
ん
。
現
場
で
新
た
な
苗

木
を
植
え
る
と
き
は
「
50
年
後
、
こ
の

木
が
育
ち
、
皆
さ
ん
の
暮
ら
し
に
役

立
っ
て
ほ
し
い
」
と
の
願
い
を
込
め
て

い
る
そ
う
で
す
。

　今
、
林
業
が
抱
え
る
課
題
の
一
つ
で

あ
る
後
継
者
不
足
。
こ
れ
か
ら
の
森
づ

く
り
を
担
っ
て
い
く
老
籾
さ
ん
の
こ
と

を
、
松
田
さ
ん
は
「
若
い
力
が
林
業
に

携
わ
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
う
れ
し
い
」

と
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
て
話
し
て
い
ま
し

た
。

　林
業
は
木
を
伐
採
す
る
の
も
、
山

を
測
量
す
る
の
も
、
新
し
い
技
術
が

導
入
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
人
の

力
が
必
要
で
す
。
ま
た
、苗
を
植
え
て
、

木
材
と
し
て
切
り
出
す
ま
で
に
長
い

時
間
が
か
か
る
た
め
、
植
え
た
木
の

収
穫
に
は
立
ち
会
え
な
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、未
来
の
た
め
に
、

今
あ
る
森
林
を
守
り
、
育
て
る
の
が

林
業
の
仕
事
。
そ
こ
に
は
先
人
た
ち

が
抱
い
た
で
あ
ろ
う
誇
り
と
熱
意
が

一
緒
に
引
き
継
が
れ
、
今
に
息
づ
い

て
い
ま
す
。

つ
な
ぐ

―

緑
豊
か
な
森
林
を
次
の
世
代
へ―

人
か
ら
人
へ
つ
な
が
れ
、
守
ら
れ
て
き
た
森
林
。
こ
の
財
産
を
未
来
へ
つ
な
ぐ
た
め
、

市
で
は
担
い
手
確
保
や
市
産
材
の
利
用
促
進
な
ど
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

も
み
ひ
ろ
な
る

　県内の森林で採れた原木を製材した木材や県内の加
工業者などから供給された国産の木材を「地域材」と
して、利用促進を図るための方針を定めています。
　地域材を利用することで、森林の適正な整備・保全
や地域活性化、雇用の創出などにつながるほか、木と
の触れ合いや木の良さを実感する機会を増やすことに
もなります。

　市では、市産材で戸建住宅や公共的施設などを整
備する際に、市産材の利用量に応じた助成を行うこと
で、市産材の積極的な利用を進めています。

　林業分野への就業を目指している人や林業を新たに
始めようとする人を対象にした「おおいた林業アカデ
ミー」の研修生に、交通費相当の助成を行っています。

大分市公共建築物等における地域材の利用
の促進に関する基本方針（24年3月策定）

市産材を利用した木造住宅などへの助成

大分市林業作業士確保育成支援事業

伐採の様子。木は切り倒すときも、植えるときも、一本
一本行われる。

市産材を使った戸建住宅（左）と保育施設（右）

お
い

森を育てて次代へつなぐ

林業は“世代をつなぐ”
　  壮大で誇らしい仕事

　林業に従事した経験が 1年未満で、研修終了後に県
内の森林組合や林業会社などの林業分野に就業するこ
となどが条件です。
■ 募集期限：3月1日㈮
■ 研修期間：4月中旬～ 2020 年3月

申込方法など詳しくは、（公財）森林ネットおおいた
（☎546-3009）へ。

おおいた林業アカデミー31年度研修生
（第二次募集）

※第一次募集は終了しています

市
産
材
な
ど
の
利
用
促
進
と
林
業
の
人
材
育
成
に
向
け
た
取
り
組
みも り

林業に携わっている老籾さん（右）と松田さん（左）
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木
の
伐
採
か
ら
製
材
ま
で

木
の
良
さ
を
も
っ
と
身
近
に

森
の
循
環
と
林
業

　森
林
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
に

は
、
継
続
的
に
手
入
れ
す
る
こ
と
で
森

を
〝
循
環
〞
さ
せ
て
、
健
全
な
状
態
を

保
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。森
の
循
環
は
、

木
の
苗
を
植
え
る
「
植
栽
」
に
始
ま
り
、

成
長
を
妨
げ
る
植
物
を
除
去
す
る
「
下

刈
り
」
や
「
除
伐
」、
あ
る
程
度
成
長

し
た
木
を
伐
採
し
て
立
ち
木
の
密
度
を

調
整
す
る
「
間
伐
」
な
ど
を
行
い
な
が

ら
整
備
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
50
年

を
過
ぎ
、
収
穫
で
き
る
ま
で
成
長
し
た

木
を
「
主
伐
」
し
、
柱
や
板
な
ど
の
木

材
に
す
る
た
め
切
り
出
し
ま
す
。
主
伐

を
行
っ
た
後
の
山
は
、
再
び
新
し
い
苗

守り育てる
―森の循環と木が加工されるまで―
森林から切り出され、さまざまな用途に利用される木材。

ここでは、伐採の適齢期を迎えた人工林を例に、森林のサイクルを見ていきます。

し
ょ
く
さ
い

じ
ょ
ば
つ

か
ん
ば
つ

し
ゅ
ば
つ

は
り

お
の

除・間伐
育つ見込みが少ない木を取り除く
ほか、十分な日光が届くように間引
きを行う

40～50年ほどかけて育っていく

収穫できるまで育った
木を切り倒して加工する

除・間伐や主伐で出た
樹木の切れ端や枝は、木質バイオマス
発電の燃料などに利用される 伐採した場所に新たな

苗木を一本ずつ植えていく

木の成長を促すために
下草を刈り払う

下刈り森の循環森の循環

植栽

主伐

成木

伐
採　

木
材
と
し
て
利
用
で
き
る
ま
で
育
っ

た
木
を
切
り
倒
し
ま
す
。伐
採
は
チ
ェ
ー

ン
ソ
ー
な
ど
を
使
っ
て
行
い
ま
す
。

集
材
・
運
搬

　
プ
ロ
セ
ッ
サ
に
よ
り
切
ら
れ
た
丸
太

を
運
び
出
し
ま
す
。
丸
太
を
つ
か
ん
で

荷
台
に
積
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
フ
ォ

ワ
ー
ダ
と
呼
ば
れ
る
機
械
で
あ
っ
と
い

う
間
に
集
め
ら
れ
ま
す
。

製
材
・
加
工

　
丸
太
は
原
木
市
場
な
ど
か
ら
製
材
所

へ
運
ば
れ
ま
す
。
製
材
所
で
は
、
木
材

を
用
途
に
応
じ
て
加
工
し
ま
す
。

造
材　

伐
採
し
た
木
の
枝
を
取
り
払
い
、
一

定
の
長
さ
に
切
断
。
プ
ロ
セ
ッ
サ
と
い

う
機
械
で
効
率
化
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

木
が
植
え
ら
れ
、
次
の
世
代
の
森
林
に

な
り
ま
す
。

　主
伐
さ
れ
た
木
材
は
、
市
場
で
競
り

に
出
さ
れ
、
競
り
落
と
さ
れ
た
も
の
は

製
材
所
な
ど
へ
と
運
ば
れ
ま
す
。
製
材

所
で
は
、
木
材
を
用
途
に
応
じ
て
切
断

し
た
り
、切
り
込
み
を
入
れ
た
り
し
て
、

木
造
住
宅
で
使
う
柱
や
梁
、
床
材
な

ど
に
加
工
さ
れ
ま
す
。

　植
栽
か
ら
加
工
ま
で
、
林
業
の
現
場

作
業
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、
最
近

で
は
高
性
能
機
械
の
導
入
に
よ
る
効
率

化
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
戦
後
、
人
工

林
を
造
成
し
た
頃
は
、
斧
や
の
こ
ぎ
り

で
木
を
切
り
倒
し
て
い
て
、
そ
の
工
程

は
手
作
業
で
行
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
今
で
は
プ
ロ
セ
ッ
サ
や
フ
ォ
ワ
ー

ダ
と
い
っ
た
機
械
が
導
入
さ
れ
、
木
を

切
っ
た
り
、
同
じ
長
さ
に
そ
ろ
え
て
運

び
出
し
た
り
す
る
作
業
が
、
少
な
い
労

力
で
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
他
に
も
、
製
材
所
で
は
木
材
を
自
動

で
必
要
な
形
に
切
る
こ
と
が
で
き
る
機

械
が
使
用
さ
れ
る
な
ど
、
林
業
従
事
者

の
負
担
軽
減
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　林
業
の
現
場
で
は
「
森
林
を
次
の
世

代
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
、
木
が
持

つ
温
か
み
や
良
さ
を
若
い
世
代
に
伝

え
、
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
重

要
」
と
い
う
声
も
あ
り
ま
す
。
市
で
は
、

大
分
の
食
や
地
産
地
消
を
テ
ー
マ
に
し

た
イ
ベ
ン
ト
〝
お
お
い
た
マ
ル
シ
ェ
〞

で
、
地
域
の
木
材
を
使
っ
た
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
す
る
な
ど
、
木
を

も
っ
と
身
近
に
感
じ
て
も
ら
い
、
木
材

の
地
産
地
消
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
う

取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　木
材
供
給
だ
け
で
な
く
、
災
害
防
止

や
環
境
保
全
な
ど
の
大
き
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
森
林
は
「
植
え
る
、
育
て

る
、
収
穫
す
る
、
使
う
」
と
い
う
サ
イ

ク
ル
で
循
環
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

私
た
ち
の
身
近
に
あ
る
木
の
製
品
や
木

材
は
、
こ
の
循
環
か
ら
生
み
出
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。

　戦
後
、
苗
木
を
植
え
た
先
人
た
ち
の

頃
か
ら
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
〝
森

林
を
守
り
育
て
る
〞
と
い
う
思
い
が
、
今

の
緑
豊
か
な
森
林
を
支
え
て
い
ま
す
。

製材所で加工された木材。機械で用途に合わせた形に切り出す。

森を育てて次代へつなぐ

木材を利用したプランター
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木
の
伐
採
か
ら
製
材
ま
で

木
の
良
さ
を
も
っ
と
身
近
に

森
の
循
環
と
林
業

　森
林
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
に

は
、
継
続
的
に
手
入
れ
す
る
こ
と
で
森

を
〝
循
環
〞
さ
せ
て
、
健
全
な
状
態
を

保
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。森
の
循
環
は
、

木
の
苗
を
植
え
る
「
植
栽
」
に
始
ま
り
、

成
長
を
妨
げ
る
植
物
を
除
去
す
る
「
下

刈
り
」
や
「
除
伐
」、
あ
る
程
度
成
長

し
た
木
を
伐
採
し
て
立
ち
木
の
密
度
を

調
整
す
る
「
間
伐
」
な
ど
を
行
い
な
が

ら
整
備
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
50
年

を
過
ぎ
、
収
穫
で
き
る
ま
で
成
長
し
た

木
を
「
主
伐
」
し
、
柱
や
板
な
ど
の
木

材
に
す
る
た
め
切
り
出
し
ま
す
。
主
伐

を
行
っ
た
後
の
山
は
、
再
び
新
し
い
苗

守り育てる
―森の循環と木が加工されるまで―
森林から切り出され、さまざまな用途に利用される木材。

ここでは、伐採の適齢期を迎えた人工林を例に、森林のサイクルを見ていきます。

し
ょ
く
さ
い

じ
ょ
ば
つ

か
ん
ば
つ

し
ゅ
ば
つ

は
り

お
の

除・間伐
育つ見込みが少ない木を取り除く
ほか、十分な日光が届くように間引
きを行う

40～50年ほどかけて育っていく

収穫できるまで育った
木を切り倒して加工する

除・間伐や主伐で出た
樹木の切れ端や枝は、木質バイオマス
発電の燃料などに利用される 伐採した場所に新たな

苗木を一本ずつ植えていく

木の成長を促すために
下草を刈り払う

下刈り森の循環森の循環

植栽

主伐

成木

伐
採　

木
材
と
し
て
利
用
で
き
る
ま
で
育
っ

た
木
を
切
り
倒
し
ま
す
。伐
採
は
チ
ェ
ー

ン
ソ
ー
な
ど
を
使
っ
て
行
い
ま
す
。

集
材
・
運
搬

　
プ
ロ
セ
ッ
サ
に
よ
り
切
ら
れ
た
丸
太

を
運
び
出
し
ま
す
。
丸
太
を
つ
か
ん
で

荷
台
に
積
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
フ
ォ

ワ
ー
ダ
と
呼
ば
れ
る
機
械
で
あ
っ
と
い

う
間
に
集
め
ら
れ
ま
す
。

製
材
・
加
工

　
丸
太
は
原
木
市
場
な
ど
か
ら
製
材
所

へ
運
ば
れ
ま
す
。
製
材
所
で
は
、
木
材

を
用
途
に
応
じ
て
加
工
し
ま
す
。

造
材　

伐
採
し
た
木
の
枝
を
取
り
払
い
、
一

定
の
長
さ
に
切
断
。
プ
ロ
セ
ッ
サ
と
い

う
機
械
で
効
率
化
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。

木
が
植
え
ら
れ
、
次
の
世
代
の
森
林
に

な
り
ま
す
。

　主
伐
さ
れ
た
木
材
は
、
市
場
で
競
り

に
出
さ
れ
、
競
り
落
と
さ
れ
た
も
の
は

製
材
所
な
ど
へ
と
運
ば
れ
ま
す
。
製
材

所
で
は
、
木
材
を
用
途
に
応
じ
て
切
断

し
た
り
、切
り
込
み
を
入
れ
た
り
し
て
、

木
造
住
宅
で
使
う
柱
や
梁
、
床
材
な

ど
に
加
工
さ
れ
ま
す
。

　植
栽
か
ら
加
工
ま
で
、
林
業
の
現
場

作
業
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、
最
近

で
は
高
性
能
機
械
の
導
入
に
よ
る
効
率

化
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
戦
後
、
人
工

林
を
造
成
し
た
頃
は
、
斧
や
の
こ
ぎ
り

で
木
を
切
り
倒
し
て
い
て
、
そ
の
工
程

は
手
作
業
で
行
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
今
で
は
プ
ロ
セ
ッ
サ
や
フ
ォ
ワ
ー

ダ
と
い
っ
た
機
械
が
導
入
さ
れ
、
木
を

切
っ
た
り
、
同
じ
長
さ
に
そ
ろ
え
て
運

び
出
し
た
り
す
る
作
業
が
、
少
な
い
労

力
で
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
他
に
も
、
製
材
所
で
は
木
材
を
自
動

で
必
要
な
形
に
切
る
こ
と
が
で
き
る
機

械
が
使
用
さ
れ
る
な
ど
、
林
業
従
事
者

の
負
担
軽
減
が
進
ん
で
い
ま
す
。

　林
業
の
現
場
で
は
「
森
林
を
次
の
世

代
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
、
木
が
持

つ
温
か
み
や
良
さ
を
若
い
世
代
に
伝

え
、
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
重

要
」
と
い
う
声
も
あ
り
ま
す
。
市
で
は
、

大
分
の
食
や
地
産
地
消
を
テ
ー
マ
に
し

た
イ
ベ
ン
ト
〝
お
お
い
た
マ
ル
シ
ェ
〞

で
、
地
域
の
木
材
を
使
っ
た
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
す
る
な
ど
、
木
を

も
っ
と
身
近
に
感
じ
て
も
ら
い
、
木
材

の
地
産
地
消
に
つ
い
て
知
っ
て
も
ら
う

取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　木
材
供
給
だ
け
で
な
く
、
災
害
防
止

や
環
境
保
全
な
ど
の
大
き
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
森
林
は
「
植
え
る
、
育
て

る
、
収
穫
す
る
、
使
う
」
と
い
う
サ
イ

ク
ル
で
循
環
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

私
た
ち
の
身
近
に
あ
る
木
の
製
品
や
木

材
は
、
こ
の
循
環
か
ら
生
み
出
さ
れ
て

い
る
の
で
す
。

　戦
後
、
苗
木
を
植
え
た
先
人
た
ち
の

頃
か
ら
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
〝
森

林
を
守
り
育
て
る
〞
と
い
う
思
い
が
、
今

の
緑
豊
か
な
森
林
を
支
え
て
い
ま
す
。

製材所で加工された木材。機械で用途に合わせた形に切り出す。

森を育てて次代へつなぐ

木材を利用したプランター
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次世代モビリティの最新動向講演会

大阪教育大学准教授でファザーリングジャパン顧問の小崎
恭弘氏による「男性の○○が５人を幸せにする！」と題した
講演会を行います。元保育士で３児の父親でもある講師な
らではの軽快なトークの中には、未来を変えるヒントがたく
さんあります。定員は50人で、無料託児

（生後６カ月～就学前、定員15人）もあ
ります。いずれも多数時は抽選です。申
込みは、電話または申込専用フォーム
で、２月18日㈪までに男女共同参画セ
ンターへ。

男女共同参画　うめはるフェスタ特別講演会

考えよう！
ワーク・ライフ・バランス

市では昨年10月に自動運転車
両の実証運行を実施しました。
今回の講演会では次世代モビ
リティの最新動向について、実
証運行に携わった小木津氏と、
車両の開発・製造を行った宗村
氏にお話ししていただきます。定員は100人で、先着順。直
接または電話、申込専用フォームで、２月15日㈮までに商工
労政課（本庁舎９階）へ。

問 男女共同参画センター　☎574-5577

自動運転車両の
「今」を知ろう

⃝日時：3月3日㈰　午後１時30分～３時10分

⃝場所：男女共同参画センター会議室１
　　　   （コンパルホール２階）
⃝料金：無料

おおいたナビ

イベント

イベント

問 商工労政課　☎585-6011

⃝日時：2月16日㈯　午後１時30分～３時30分
 （午後１時開場）
⃝場所：J:COM ホルトホール大分３階　大会議室
⃝講師：第１部　小木津 武樹 氏

（群馬大学次世代モビリティ社会実装研究
センター副センタ―長）

 第２部　宗村 正弘 氏
（株式会社シンクトゥギャザー
 代表取締役）

⃝料金：無料

小崎恭弘 氏

申込専用フォームはこちら→

樹齢800年に及ぶ「臥
がりゅうばい

龍梅
（龍が地に臥

ふ

した形に見
える梅）」や豊後梅など約
450本の梅の木が花を咲
かせる吉野梅園。まつりで
は、伝統文化である吉野棒
術や吉野臥龍梅太鼓、臥龍
梅音頭、佐

さ な ぎ

柳獅
し し ま い

子舞などが
披露されるほか、三味線演
奏や茶会も開催されます。

吉野梅まつり

梅の香りと伝統文化を
楽しみませんか

問 大南支所　☎597-1000

⃝日時：2月17日㈰　午前10時～午後３時
⃝その他の日程（各日午前10時～午後３時に開催）
　２月 24日㈰ 小池原神楽、吉野臥龍梅太鼓
　３月 ３日㈰ 片島神楽、吉野臥龍梅太鼓
 10日㈰ 二目川神楽、よさこい、
  正調 安来節保存会
　※天候等により、変更・中止になる可能性があります
⃝場所：吉野梅園（大字杉原）

イベント

加古川市教育委員会学校支援カウンセラーで臨床心理
士の阪中順子氏による「子どものこころといのちを守る
ため、私たちにできること」と題した
講演会を行います。定員は200人で、
先着順です。申込みは 、ファクスま
たは申込専用フォームで、参加者全
員の氏名・年齢、代表者の電話番号
を、２月１日㈮～３月14日㈭に保健所
保健予防課（ 532-3356）へ。

大分市民のこころといのちを守る自殺対策講演会

子どもの心の
SOSを受けとめて

問 保健所保健予防課　☎536-2852

⃝日時：3月16日㈯　午後１時15分～４時
 （午後０時45分開場）
⃝場所：コンパルホール3階　多目的ホール
⃝料金：無料

イベント

阪中順子 氏

申込専用フォームはこちら→

昨年10月の実証運行の様子

申込専用フォームはこちら→
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市長表彰おめでとうございます

市民栄誉賞
おめでとうございます

国際大会や全国大会で優秀な成績を収めた13人２団体の市長表彰を、昨年11月６日に行いました。

大分市スポーツ大使で福岡ソフトバンクホークスの
内川聖一選手への市民栄誉賞授与式を、昨年12月４
日に行いました。内川選手の受賞は今回で３回目で
す。プロ野球史上51人目となる2000本安打を達成
し、市民に大きな感動と勇気を与えてくれました。
内川選手は「市民の応援を糧に、また頑張りたい」と
来シーズンへの意気込みを語りました。今後もチー
ムの中軸として活躍されることを期待しています！

気になる大分市の話題を紹介

①第18回全国障害者スポーツ大会
　卓球競技　肢体不自由男子1部区分4 　優勝　宮脇 進さん
②第18回全国障害者スポーツ大会
　水泳競技　男子25m・50m自由形 　優勝　山村 拓也さん
③第18回全国障害者スポーツ大会
　フライングディスク競技
　アキュラシー ディスリート・ファイブ男子2部、
　ディスタンス メンズ・スタンディング男子2部 
　優勝　広瀬 正男さん
④平成30年度全国高等学校総合体育大会
　陸上競技大会　男子1500m・5000m、
　第73回国民体育大会
　陸上競技　少年男子A5000m 　優勝　ベヌエル・モゲニさん
⑤平成30年度全国高等学校総合体育大会
　陸上競技大会　女子3000m、
　第73回国民体育大会
　陸上競技　少年女子A3000m 　優勝　マータ・モカヤさん
⑥平成30年度全国高等学校総合体育大会
　フェンシング競技大会　男子フルーレ　優勝　中村 太郎さん
⑦第73回国民体育大会
　自転車競技　成年男子1k mタイムトライアル 
　優勝　一丸 尚伍さん

⑧第29回日本パラ陸上競技選手権大会
　女子T64走り幅跳び、
　インドネシア2018アジアパラ競技大会
　陸上競技 女子T64 走り幅跳び 　優勝　中西 麻耶さん
⑨インドネシア2018アジアパラ競技大会
　陸上競技　男子T20 1500m　3位　十川 裕次さん
⑩第41回全国JO Cジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
　男子100m平泳ぎ 　優勝　高橋 功さん
⑪第1回アジアマスターズ兼ジャパンマスターズ2018
　男子100m・200m平泳ぎ　優勝　織田 秀正さん
⑫第1回アジアマスターズ兼ジャパンマスターズ2018
　男子50m・100mバタフライ、男子50m・100m自由形 
　優勝　仲松 賢二さん
⑬第13回全日本女子オープンレスリング選手権大会
　シニアの部76キロ級 　優勝　齋藤 未来さん
⑭平成30年度全国高等学校総合体育大会
　陸上競技大会　学校対抗 男子の部
　優勝　大分東明高等学校 駅伝部 男子
⑮ JAPA N CUP2018チアリーディング日本選手権大会 
　大学の部　優勝　BR AVE S（日本文理大学チアリーディング部）

① ② ③ ④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

⑥⑤

最後列は、BRAVES（日本文理大学チアリーディング部）
の皆さんです。
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市民の皆さんのご意見募集
①大分市賃貸住宅供給促進計画（案）
　住宅の確保に支援を要する人に対し
て賃貸住宅の供給促進を図ることを目
的とした計画です。
▪閲覧・募集期限：2月20日㈬〈必着〉
▪担当課：住宅課（本庁舎6階　☎537-

5634）
②（仮称）大分市消防団ビジョン（案）
　消防団が、市民の安全・安心な暮らし
を守り続ける組織であるための指針を
定める計画です。
▪閲覧・募集期限：2月20日㈬〈必着〉
▪担当課：消防局総務課（消防局3階
　☎532-2188）
③31年度大分市食品衛生監視指導計画（案）
　食品の安全性の確保について示した
計画です。
▪閲覧・募集期間：2月8日㈮～3月7日㈭
〈必着〉
▪担当課：保健所衛生課（保健所2階　

☎536-2704）
▪資料の閲覧場所：各担当課、情報公開

室（本庁舎7階）、各支所、福祉保健課
（第2庁舎2階、③のみ）、市ホームペ
ージでご覧になれます。
▪その他・問　個々の意見に対する直

接の回答はしません。応募方法など
詳しくは、市ホームページをご覧に
なるか、各担当課へ。

あなたが支える市民活動
応援事業（1％応援事業）
補助希望団体募集
▪対象：ボランティアグループ、NPO

法人、まちづくり団体など
▪申込み・問　事前に市民協働推進課

に相談のうえ、備え付けの申請用紙
（市ホームページでダウンロードも
可）に記入し、2月1日㈮～14日㈭に
同課（本庁舎2階　☎537-7251）へ。

大分都市広域圏農業体験ツアー
参加者募集
▪日時：3月23日㈯　午前9時～午後5時
▪内容：市内と津久見市での農業体験など
▪集合場所：大分駅府内中央口
▪定員：15人（多数時は抽選）
▪参加料：1,000円
▪申込み・問　農政課に備え付けの申込

書（市ホームページでダウンロードも
可）に記入し、2月15日㈮までに同課

（本庁舎8階　☎537-5628）へ。

小学校・義務教育学校の
入学通知書の送付
　4月に小学校・義務教育学校へ入学す
る児童（24年4月2日～25年4月1日生ま
れ）の保護者の皆さんに、入学通知書を
1月中旬に送付しました。届いていない
人は、学校教育課へ。なお、入学までに住
所が変わる予定の人は、変更前と変更
後の双方の学校へ連絡してください。
問　学校教育課（☎537-5903）

第30回豊の国ねんりんピック
美術展の出品作品募集
▪対象：60歳以上（昭和35年4月1日以

前に生まれた人）のアマチュア
▪募集作品：日本画、洋画、彫刻、工芸、

書、写真（各部門1人1点まで　※日
本画、洋画はどちらか1点まで）
▪申込み・問　長寿福祉課に備え付けの

申込書（市ホームページでダウンロード
も可）に記入し、2月7日㈭～3月19日㈫
に同課（本庁舎1階　☎537-5747）へ。

地球温暖化対策おおいた
市民会議の第7期公募委員募集
▪任期：委嘱の日～2021年3月31日㈬
▪対象：市内に居住する18歳以上の人。

市の審議会などの委員は除く。
　※会議は年4回程度、平日開催予定。
▪定員：若干名
▪選考方法：書類審査、面接
▪応募締切：2月21日㈭〈必着〉
▪申込み・問　提出書類など詳しくは、

市ホームページをご覧になるか、環
境対策課（☎537-5758）へ。

子ども・子育て会議委員募集
▪任期：委嘱の日～2021年3月31日㈬
▪対象：市内に居住する18歳以上の人。

市の審議会などの委員は除く。
　※会議は年7回程度、平日開催予定。
▪定員：2人以内
▪選考方法：書類審査
▪応募締切：2月21日㈭〈消印有効〉
▪申込み・問　提出書類など詳しくは、

市ホームページをご覧になるか、子
ども企画課（☎574-6516）へ。

送付と振込

募集

善行者をご推薦ください
　市では、毎年5月に「大分市顕彰の日
表彰」を行っています。
　永年にわたり、環境美化、社会福祉、
青少年健全育成などの分野で善意・善
行をされた団体・個人をご推薦くださ
い。
▪申込み・問　市長室（本庁舎3階）ま

たは各支所、各地区公民館に備え付
けの推薦用紙〈2月1日㈮から市ホー
ムページでダウンロードも可〉に記
入し、2月28日㈭までに同室(☎537-
5600）へ。

農地の利用状況調査結果を
お知らせします
　30年7月～9月に行った農地の利用
状況調査で、非農地となった土地につ
いては、土地の所有者（借受人を含む）
に「非農地通知書」を2月に発送しま
す。通知書は、法務局の地目変更登記に
必要です。その土地が土地改良区の受
益地のときは、決済金が必要な場合が
ありますので、土地改良区へご相談く
ださい。
　なお、遊休農地と判断された土地に
ついては、所有者に利用意向調査を行
っています。
問　農業委員会事務局（☎537-5654）

都市計画の決定（変更）に関する
説明会を行います
▪内容：①大分総合運動公園、東大道南

春日線など（新春日町一丁目地区）　
②市街地再開発事業、地区計画など

（末広町一丁目地区）
▪日時・場所：①2月11日㈪　午前10時

…新春日町公民館、2月12日㈫　午
後7時…上春日町集会所　②2月13
日㈬　午後7時…J:COM ホルトホー
ル大分4階　403会議室
問　都市計画課（☎537-5636）

お知らせ
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問　市立エスペランサ・コレジオ　☎522-3415

問　子育て支援課　☎537-5675

申込方法など詳しくは、各クラブへ直接お問い合わせください

クラブ名 電話番号

金 池 ☎ 536-6285
長 浜 ☎ 537-8811
春 日 町 ☎ 533-2007
大 道 ☎ 545-7220
西 の 台 ☎ 546-7022
南 大 分 ☎ 544-1819
城 南 ☎ 546-7662
荏 隈 ☎ 549-7711
豊 府 ☎ 545-3114
八 幡 ☎ 532-1341
神 崎 ☎ 536-6208
滝 尾 ☎ 567-4232
下 郡 ☎ 568-5101
森 岡 ☎ 568-6466
東 大 分 ☎ 552-8677
日 岡 ☎ 556-7688
桃 園 ☎ 556-2400
津 留 ☎ 552-8346

クラブ名 電話番号

舞 鶴 ☎ 556-4110
明 野 西 ☎ 558-5505
明 野 東 ☎ 553-1107
明 野 北 ☎ 556-3126
三 佐 ☎ 522-2741
鶴 崎 ☎ 521-4512
別 保 ☎ 523-1922
明 治 ☎ 520-5655
明 治 北 ☎ 523-5370
高 田 ☎ 523-1401
川 添 ☎ 528-1773
松 岡 ☎ 520-2790
戸 次 ☎ 597-6335
上 戸 次 ☎ 596-1330
吉 野 ☎ 595-1060
竹 中 ☎080-2726-2938
判 田 ☎ 597-1481
東 稙 田 ☎ 542-2299

クラブ名 電話番号

稙 田 ☎ 541-4677
賀 来 ☎ 549-2365
敷 戸 ☎ 569-1194
鴛 野 ☎ 567-4087
宗 方 ☎ 542-5601
横 瀬 ☎ 541-7239
横 瀬 西 ☎ 542-0460
寒 田 ☎ 568-0660
田 尻 ☎ 542-5123
大 在 ☎ 592-2663
大 在 西 ☎ 523-5929
丹 生 ☎ 593-4115
小 佐 井 ☎ 592-8202
坂 ノ 市 ☎ 592-0581
こ う ざ き ☎ 576-1112
佐 賀 関 ☎ 575-2807
野 津 原 ☎ 588-1872
碩 田 学 園 ☎ 576-8855

30年12月現在

児童育成クラブの利用者募集

エスペランサ・コレジオ学生募集

仕事などのやむを得ない事情で保護者が昼間家庭にいない小学生に、遊びや生活の
場を提供する「児童育成クラブ」。指導員が見守る中で、たくさんの友達と一緒に楽
しく、安心して過ごすことができます。

市立エスぺランサ・コレジオは、働いている若者がさまざまなことを学べる学校
です。スキルアップのための資格取得や専門的な学習などをサポートします。

時　間 学校登校日… 放課後～午後5時30分
 学校休業日… 午前8時30分～
　　　　　　　　　  午後5時30分
 ※ 午後６時30分まで延長預かり制度あり。
 ※ クラブによって多少時間が異なる場合があり

ます。

利用料  児童1人当たり4,500円（月額）
 ※ おやつ代（実費）などは別途必要。

その他  低学年を優先とするため、クラブに
よって高学年の利用が難しい場合が
あります。なお、民間事業者が運営
する放課後児童クラブもあります（市
補助事業）。詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。

入学資格  市内に居住または勤務する満 15 歳以上満 39 歳
以下の人（高校生は除く）

 ※定員に満たない場合は満 49 歳以下とします。

学習期間 ４月～ 2020 年３月　※社労士のみ４月～９月
学習時間 午後７時～９時
 ※ ファイナンシャルプランニング技能士 A、和洋裁のみ
 　午後２時～４時

学習場所  エスペランサ・コレジオ（東鶴崎一丁目１－５）ほか
授 業 料  年間40回のコース   ……   8,220円（年額）
 年間80回のコース   …… 16,450円（年額）
 ※社労士は 8,220 円（４月～９月）　
 ※教材費は別途必要。

詳しくは、「まなびのガイド」ホームページ
をご覧ください。

　地域のクラブで子どもたちの健やかな成長
を支えてくださる人を募集しています。勤務
条件など詳しくは、子育て支援課へお問い合
わせください。

登録制
随時募集

児童育成クラブの
指導員を募集しています。

受付期間  ２月１日㈮～３月 15 日㈮　午後２時～８時 30 分（土・日
曜日、祝日を除く。３月１日㈮は修了式のため受付不可）

 ※問合せは上記の時間内にお願いします。

そ の 他   募集要項（市ホームページでダウンロード可）を、エ
スペランサ・コレジオ、社会教育課（第２庁舎４階）、
市役所本庁舎１階案内所、各支所、各地区公民館に
設置しています。

受講
コース

資格取得 ファイナンシャルプランニング技能士 A・B
簿記Ⅰ・Ⅱ、社労士、行政書士、宅建
パーソナルカラー、調剤薬局事務
アロマテラピー

実　用 和洋裁、服飾ソーイング、調理 A・B、英会話
ビジネススキルアップ、パン、パソコン

趣　味 陶芸、ピラティス、フリースタイルダンス

※１人１コースまで。定員を超えた場合は抽選。定員に満たない場合は複数受講も可。　※和洋裁、簿記Ⅰ・Ⅱのみ年間 80 回、その他は年間 40 回。
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商品の魅力発信セミナー
▪日時：2月27日㈬　午後1時30分～
　4時20分
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階　

セミナールーム
▪内容：魅力的な商品パッケージデザ

インについての講義、グループワー
クなど
▪講師：三宅 曜子氏（マーケティング

コンサルタント）
▪定員：30人（先着順）
▪申込み・問　電話で、2月1日㈮～20日

㈬に商工労政課（☎537-5959）へ。

ヤングケアラー講演会
「ヤングケアラーが抱える
課題と支援」
▪日時：3月1日㈮　午後2時～4時
　（午後1時受付開始）
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階　

大会議室
▪講師：隅田 好美氏（大分大学教授）
▪定員：300人（先着順）
▪申込み・問　電話またはファクスで、

参加者全員の氏名、代表者の電話番
号を、2月1日㈮～22日㈮に長寿福祉
課（☎537-5771　 548-5387）へ。

四館連携・創業支援交流会
▪日時：3月14日㈭　午後6時30分～9時
▪場所：J:COM ホルトホール大分
　小ホール
▪講師：衣本 太郎氏（大分大学准教授）
▪対象：創業希望者、創業して間もない

人など
▪定員：45人（先着順）
▪申込み・問　産業活性化プラザ（J:COM  

ホルトホール大分2階）に備え付けの申
込書（市ホームページでダウンロード
も可）に記入し、2月1日㈮～3月8日㈮に
同プラザ（☎576-8879）へ。

税理士会による無料相談会　
▪日時：2月23日㈯   午前10時～午後4時
▪場所：J:COM ホルトホール大分　エ

ントランスホール、コンパルホール
3階　303会議室、鶴崎市民行政セン
ター、稙田市民行政センター
問　南九州税理士会大分支部（☎532-

2974）

無料

無料

無料

街の ホ
ッ
ト情報

第24回まちづくり情報カフェ
「忠

ただ

直
なお

卿
きょう

が暮らした街・萩原」
▪日時：2月8日㈮　午後6時～7時30分
（午後5時30分開場）
▪場所：J:COM ホルトホール大分2階

201・202会議室
▪講師：堤 亮介氏（嘉麻市職員）
▪定員：120人（当日先着順）
問　まちづくり情報プラザ（☎544-5613）

ゲートキーパー養成研修会
（継続研修）
▪日時：2月25日㈪　午後1時30分～
　4時30分（午後1時受付開始）
▪場所：保健所6階　大会議室
▪講師：渡嘉敷 新典氏（シニア産業カ

ウンセラー）
▪対象：これまでにゲートキーパー（自

殺対策人材）養成研修会を修了した人
▪定員：50人（先着順）
▪申込み・問　電話で、2月1日㈮～15日

㈮に保健所保健予防課（☎536-2852）
へ。

森林セラピーガイド基礎講座
▪日時：3月2日㈯　午前9時～正午
▪場所：おしどり渓谷セラピーロード
　(大字上判田)
▪定員：40人（多数時は抽選）
▪申込み・問　はがきまたは市ホーム

ページの専用フォームに、参加者全
員の氏名・年齢・性別、代表者の住所・
電話番号を記入し、2月19日㈫〈必着〉
までに林業水産課（本庁舎8階　☎
585-6013）へ。

犬のしつけ方教室
▪日時：3月21日㈭　午前10時～11時

30分、午後1時～2時30分
▪場所：おおいた動物愛護センター（大

字廻栖野）
▪対象：生後4カ月以上1歳未満の犬の登

録と年1回の狂犬病予防注射を実施し
ている市内在住の飼い主
▪定員：各5組（多数時は抽選）
▪申込み・問　はがきまたはファクス、E

メールに、住所、氏名、年齢、電話番号、
犬の種類・名前・性別・年齢・登録番号、
希望時間を記入し、2月15日㈮〈消印有
効〉までに保健所衛生課（〒870-8506   
荷揚町6-1   ☎536-2567   532-34 
90   eisei2@city.oita.oita.jp）へ。

※市ホームページで電子申請も可。

無料

無料

無料

無料

第3回障がい者の雇用環境
フォーラム
▪日時：3月7日㈭　午後2時～6時25分
（午後1時30分受付開始）
▪場所：J:COM ホルトホール大分
　小ホールなど
▪内容：NPO法人在宅就労支援事業団

理事長   田中 良明氏による基調講演
など
▪定員：30人（先着順）
▪申込み・問　障害福祉課（本庁舎1

階）に備え付けの申込書（市ホームペ
ージでダウンロードも可）に記入し、
2月1日㈮～22日㈮に同課（☎537-
5658）へ。

第17回ふれあい歴史体験講座
「土偶作り」
▪日時：2月16日㈯
　午前9時30分～、
　午後2時～
▪定員：各70人
　（先着順）
▪参加料：180円（材料費）
▪申込み・場所・問　電話で、2月3日㈰

から歴史資料館（☎549-0880）へ。

ヒラメを使った魚料理教室
▪日時：2月17日㈰　午前9時30分～
　午後1時
▪定員：20人（多数時は抽選）
▪参加料：1人1,000円（材料費）
▪申込み・場所・問　往復はがき（1人
〈組〉1枚）に代表者の住所・電話番
号、参加者全員の氏名を記入し、2月
8日㈮〈必着〉までに公設地方卸売市
場管理事務所（〒870-0018　豊海
三丁目2-1　☎533-3113）へ。

上級救命講習
▪日時：3月2日㈯   午前8時30分～午後

5時15分（午前8時受付開始）
▪場所：消防局4階講堂（舞鶴町）
▪内容：心肺蘇生法、ＡＥＤの使用方

法、傷病者管理法・搬送法など
▪定員：60人（先着順）
▪申込み・問　電話で、2月1日㈮～28日

㈭に消防局警防課（☎532-2199）、中
央消防署（☎532-2108）、東消防署（☎
527-2721）、南消防署（☎586-1230）へ。

無料

講座＆教室
無料

無料

大分市災害時多言語通訳サービス（Oita City Multilingual Disaster Distress Call Center）
災害時における外国人や訪日観光客とのコールセンターを通じた通訳サービスを提供しています。対応言語や利用方法など詳しくは、市ホーム
ページをご覧ください。（The City of Oita provides interpreting services via a call center for foreign residents and tourists to help with 
communication in times of disaster. Please refer to the City of Oita homepage for further details.） 問国際化推進室（☎537-5719）

13 市報おおいた  H31.２.１

おおいた農業塾第3期受講生
募集
▪期間：4月～2020年3月末までの平日
▪内容：野菜栽培のポイントを学べる

座学と畑で農作物を育てる実習
▪対象：市内での就農が見込め、市内の

直売所などへ農産物の出荷を目指し
ている人
▪受講料：3,000円（テキスト代を含む）
▪定員：40人程度（多数時は抽選）
▪申込み・問　農政課（本庁舎8階）、各

支所、各地区公民館に備え付けの申
込書（市ホームページでダウンロー
ドも可）に記入し、2月1日㈮～28日
㈭に同課（☎537-7025）へ。

保護者と就活生のためのセミナー
＆合同企業説明会

「今どきの就活事情と地元企業
の魅力」
▪日時・内容：3月9日㈯　①午後1時30

分～2時55分　保護者のためのセミ
ナー（要事前申込）　②午後3時～5時　
合同企業説明会（30社、申込不要）
▪場所：J:COM ホルトホール大分3階　

①302・303会議室　②大会議室
▪対象：①…求職活動中または就職活動

を控えた学生・生徒の保護者（定員100
人、先着順）　②…上記①に該当する
保護者、一般求職者、2019年・2020年
3月に大学などを卒業予定の人
▪申込み・問　①に参加希望の人は、電

話で、2月1日㈮～3月6日㈬に商工労
政課（☎537-5964）へ。

のつはる
ウオーキング大会
▪日時：3月17日㈰　午前9時45分～午

後2時（午前8時30分受付開始）
▪場所：平成森林公園セラピーロード
（大字荷尾杵）　集合場所はのつはる
少年自然の家　※約8㎞のコース
▪定員：150人（多数時は抽選）
▪申込み・問　はがきまたは市ホーム

ページの専用フォームに、参加者全
員の氏名・年齢・性別、代表者の住所・
電話番号、お弁当の要否（500円、要
事前申込）を記入し、3月5日㈫〈必着〉
までに林業水産課（本庁舎8階　☎
585-6013）へ。

イベント

無料

市営住宅などの入居者募集
①市営住宅（第2大分市営住宅管理センター
〈本庁舎地下1階   ☎536-2555〉受付分）
地区 住宅名 戸数 備考

大　分

新川49 1 母子世帯向
下郡62 1
羽田H4 1
下郡H6 1
中の瀬H8 1 単身可
中の瀬H10・H13 2

鶴　崎 皆春63 1
下徳丸H7 1

大　在 村田H5 1

佐賀関
秋の江第二63 1
馬場H2 2
幸崎駅前H13 1

稙　田 国分H3 1
大園52 2 単身可

大　南 竹中63 1
②市営住宅（市営住宅管理センター〈城崎

町一丁目2-3　☎533-1674〉受付分）　
地区 住宅名 戸数 備考

大　分

大空57 1
裏川53 1 高齢者同居世帯向
東浜60・61 2
萩原63 1
東明野H1・H2 2
畑中H1 1
明磧H3 2

鶴　崎 小池原49･50 2 単身可
明治北58・59・60 4

大　在 北55 2

稙　田

敷戸H19 1 身障世帯向
（単身可）

敷戸H23 1
寒田51・52 2 単身可
小原56・58 2

③随時募集・市営住宅（第2大分市営住
宅管理センター受付分）

地区 住宅名 戸数 備考
佐賀関 秋の江第二58 1

④随時募集・市営住宅（市営住宅管理セ
ンター受付分）

地区 住宅名 戸数 備考

大　分 大空57 1
東浜61 1

鶴　崎 小池原49 1 単身可

稙　田
敷戸48・49 2 単身可
寒田51・52 2 単身可
小原53 1 身障世帯向

▪募集期間：①②2月1日㈮～7日㈭
　※③④は2月1日㈮から先着順で随

時募集を行います。
▪入居者の決定方法：①②公開抽選　③

④先着順　⃝抽選日時・場所（①②の
み）：①2月21日㈭　午前9時30分　②
2月19日㈫　午後1時30分　※いずれ
もアートプラザ　研修室
▪その他：募集案内を必ずご覧のうえ、

お申込みください
問　住宅課（☎537-5977）

子育て支援課嘱託職員募集
▪内容：母子福祉資金などの貸付に関

する相談・償還指導、ひとり親家庭に
関する相談・指導など
▪対象：社会福祉主事の任用資格また

は1年以上の母子・父子自立支援員
の経験があり、普通自動車免許を取
得している人
▪定員：1人
▪報酬：月額20万5,000円
▪任用期間：4月1日㈪～2020年3月31

日㈫
▪申込期間：2月1日㈮～13日㈬〈必着〉
▪その他・問　申込方法など詳しくは、

市ホームページをご覧になるか、子
育て支援課（☎537-5619）へ。

フリーマーケット出店者募集
▪日時：3月3日㈰　午前10時～午後1時
（雨天中止）
▪対象：市内・由布市居住の個人または

グループ　※販売業者、専門業者、高
校生以下のみの参加不可
▪出店商品：日用雑貨、衣類、おもちゃ、

スポーツ用品などで、使用可能なも
の（食品、動・植物、危険物、違法コピー
商品などは不可）
▪募集店数とスペース：55店（多数時

は抽選）、3m×3m程度
▪申込み・場所・問　往復はがきに、代表

者の住所・氏名・年齢・電話番号、参加
人数、出店内容（商品の種類と数）を記
入し、2月15日㈮〈必着〉までに大分エ
コライフプラザ（〒870-1205　大字
福宗618　☎588-1410）へ。

高齢者ファミリー・サポート・
センター会員募集
　家事などの援助を受けたい「依頼会
員」が、援助を行いたい「援助会員」に 
1時間600円～700円を支払って、会員
同士で援助し合うシステムです。
▪依頼会員の対象：判断能力のある65

歳以上の高齢者、その三親等内の家族
▪その他：援助会員になるためには2

日間の講習会(無料)の受講が必要で
す〈次回は3月8日㈮・9日㈯で、2月
22日㈮までに申込みが必要〉。

※詳しくは、高齢者ファミリー・サポー
ト・センター(☎538-3180)へ。

募集

無料

市役所    本庁舎   〒870-8504　荷揚町2-31 12市報おおいた  H31.２.１



開館から20年を迎える大分市美術館は、大分ゆかりの作家による
数多の芸術作品にふれられる、“アートの源泉”。
その所蔵品の中から、市にゆかりのある作品や芸術家を
シリーズで紹介します。

第５回

帆
ほ あ し

足 杏
きょうう

雨  「雪
せっけい

渓吟
ぎ ん べ ん ず

鞭図」〈1837年頃〉

 「
豊ぶ

ん

ご

な

ん

が

後
南
画
」の
正
統
を
伝
え
る

気
力
あ
ふ
れ
る
充
実
作

午前10時～午後6時
（入館は午後5時30分まで）

２月の休館日
12日㈫・18日㈪・25日㈪

☎554-5800

大分市美術館
の
所蔵品

Oita×Art

　雪が降り積もった奥深い山中の
冬景色。寒々とした川沿いの道を、
ロバに乗った旅の一行が詩句を口

くち

ずさみながら、対岸に見える友人の
家へと歩を進める情景が描かれて
います。
　 作 者 の 帆 足 杏 雨（1810－1884）
は、臼杵藩領戸次市村（現大分市）の
大庄屋 帆足家の出身で、江戸時代を
代表する南画家 田

た の む ら

能村竹
ちくでん

田（1777
－1835）に直接指導を受けた数少な
い画人です。師の柔らかく繊細な墨
線を受け継ぐ一方、中国画の学習を
通し、力強い画面構成と明るく澄ん
だ彩色による、独自の画風を確立し
ました。そしてウィーン万博に作品
を出品するなど、幕末から明治期に
その名声は高まり、竹

ちくでん

田の時代から
近代へと続く、大分地方で栄えた「豊
後南画」の展開に大きな影響を与え
ました。
　本作は師の竹

ちくでん

田が没した2年後、
結婚し本家から独立した頃の作品
で、元は六曲屏風の一部として仕立
てられていたもの。紙の白地と胡

ご ふ ん

粉
を巧みにあやつり、見事に雪景色を
表した筆速のあるダイナミックな山
水画で、竹

ちくでん

田の正統な後継者として
活躍を始めた杏雨の気力の充実を感
じさせる秀作です。

開催中の展覧会

開館20周年記念特別展

蜷川実花展 －虚構と現実の間に－

２月24日㈰まで

本展では、「虚構と現実」というテーマを切り口に、多様
な方向から表現・制作された作品を紹介。時代の最先端
を感じ取り、表現の場を限定することなく活躍し続ける
“蜷川実花”の作品世界を体感することができます。

earthly flowers,heavenly colors(2017)
©mika ninagawa,Courtesy of Tomio Koyama Gallery

観覧料
一般
1,200円

高校生・大学生
900円

中学生以下
無料
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大分年金事務所からのお知らせ
（☎552-1211　自動音声案内2→2）
◎30年10月2日以降に国民年金保険料
を初めて納付された人へ

　日本年金機構から社会保険料控除証
明書が2月上旬に送付されます。証明
書が届かない人は、大分年金事務所へ
ご連絡ください。
◎国民年金保険料は前納制度を利用す
ると割引が適用されます

　前納制度は、口座振替、現金、クレジット
カード納付から選べ、2年間で1万5,000円
程度の割引になる2年前納の他に、1年
前納、6カ月前納もできます。口座振替
とクレジットカード納付の翌年度分の
申込期限は、2月28日㈭までです。

2月は「相続登記はお済みですか
月間」です
　各司法書士事務所で、遺産分割や遺
言などの相談を受け付けます。
▪期間：2月1日㈮～28日㈭　午前9時～

午後4時　※11日㈪、土･日曜日を除く
問　県司法書士会（☎532-7579）

大分トリニータ試合運営
ボランティア募集
▪活動日：大分トリニータホームゲーム

当日
▪活動場所：主に大分銀行ドーム
▪活動内容：チケットもぎり、観客誘

導、会場設営作業・美化活動など
▪対象：高校生以上で、年間5試合以上

活動できる人（高校生は保護者の同
意が必要）
▪説明会：⃝日時…2月17日㈰　午後1

時～　⃝場所…大分銀行ドーム　
▪申込み・問　はがきまたは電話、ファ

クス、Eメールで、住所、氏名、年齢、電
話番号、メールアドレスを、大分トリ
ニータボランティア事務局（〒870-
0126　大字横尾1629   ☎554-2250   

554-2280   vol@oita-trinita.co. 
jp）へ。

日曜園芸教室
▪日時：3月～7月の原則第1または第2

日曜日（全5回）　午前9時～正午
▪場所：大分南部公民館（大字曲）
▪内容：朝顔・菊・盆栽の作り方
▪会費：4,000円（テキスト代含む）
▪申込み・問　電話で、市花卉同好会　

後藤（☎569-5257）へ。

無料

ハッピーファミリー応援教室
①プレママ・プレパパスクール
▪時間：午後1時～4時
▪内容：妊娠期の心身の変化と過ごし

方、新生児の育児講座、妊婦体験、沐
もく

浴
よく

実習など
▪対象：初妊婦とその夫
②親子スキンシップ教室
▪時間：午後1時30分～4時
▪内容：ベビーマッサージなど
▪対象：生後3～5カ月児とその父母
③孫育て応援教室
▪時間：午後1時～4時
▪内容：昔と今の子育ての違い、沐浴の

させ方、子どもの事故と対処法など
▪月日・場所：①②2月9日㈯　大分西

部公民館　③3月16日㈯　鶴崎市民
行政センター　※①②は教室参加者
の交流会もあります。
▪定員：①12組　②17組　③25人（い

ずれも先着順）
▪申込み・問　電話で、①②は2月4日

㈪から、③は2月7日㈭から県助産師
会（☎534-0753）へ。

経済講演会
「大分の新時代に向けて－産業活力
創造と"OITA4.0"の加速について－」
▪日時：2月21日㈭　午後4時～5時
▪場所：ホテル日航大分オアシスタワー

3階　紅梅の間（高砂町）
▪講師：高濱 航氏（県商工労働部長）
▪定員：100人（先着順）
▪申込み・問　電話で、2月1日㈮～20日

㈬に市工業連合会（☎569-1234）へ。

自死遺族のつどい
▪日時：3月1日㈮　午後2時～4時
　（午後1時30分受付開始）
▪内容：参加者の気持ちの分かち合い
▪申込み・場所・問　電話で、2月22日㈮

までに県こころとからだの相談支援セ
ンター（大字玉沢　☎541-6290）へ。

県立農業大学校就農準備研修生募集
▪研修期間：4月5日㈮～2020年3月4日㈬
▪対象：県内で就農を希望する人
▪定員：20人
▪申込期限：2月18日㈪
問　県中部振興局(☎506-5796）

街の ホ
ッ
ト情報

無料

無料

無料

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
市へ
▪菱甲産業株式会社
▪府内城を復元する会
▪鬼塚電気工事株式会社
▪三信産業株式会社
社会福祉協議会へ　
篤志寄付
▪�宮﨑惠美子(寒田北町)
香典返し寄付
▪�大分地区　村山正子(浜町東)/奥田陽子

(今津留)/工藤章英(錦町)/稲葉孝博(田
ノ浦)
▪�鶴崎地区　穴井誠(松岡)/戸髙猛夫(森)/

澁谷義人(松岡)/後藤末子(乙津)/竹村弘
子(常行)
▪�大在地区　姫野かおる(角子原)
▪�大南地区　三浦伯明(竹中)
▪�稙田地区　相澤弘己(田原)/久下房子(小

野鶴)/古賀道夫(ふじが丘)/許斐艶子(星
和台)
▪�佐賀関地区　若林靖(一尺屋)/佐藤礼子

(本神崎)/山﨑清治(志生木)
 以上12月13日受付分まで

善意の泉 敬
称
略

【12月末日現在】

大分市の面積と人口
※（　）は前月比

面　積 502.38㎢ 人　口 479,097人（＋30）〈住民基本台帳人口〉

男 230,079人（＋30） 女 249,018人（±0） 世帯数 220,516世帯（＋57）

開幕まであと
2019.9.20
ラグビーワールドカップ 2019™

™© Rugby World Cup Limited 2015.All rights reserved. 
231日

Fri.

（２月１日現在）

　○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！
滝尾小学校の床材で利用された木材は 

「●●●」

▪応募方法
　はがきに、答え、住所、氏名、年齢、電話
番号、市報の感想を記入し、2月15日㈮

〈消印有効〉までに広聴広報課（〒870-
8504　荷揚町2-31　☎537-5713）へ。
正解者の中から抽選で、南蛮菓子詰め合
わせセットを3人にプレゼントします。
※当選者の発表は、発送をもって代え
させていただきます。
1月1日号「市報クイズ」の答え

新春企画のゲスト、高橋尚子さんが
2000年シドニーオリンピックで

獲得したメダルの色は
「 金○ メダル」

市報クイズ
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市美術 市美術館
竹中公 竹中校区公民館
ホルト J:COM ホルトホール大分
エコエコライフプラザ
ライフ ライフパル

コンパル コンパルホール
エコエコライフプラザ
ライフ ライフパル
市美術 市美術館
市場市公設地方卸売市場
大南老  大南老人いこいの家　

ふれあい広場

市陸市営陸上競技場
ビーコン ビーコンプラザ
漁協佐 県漁協佐賀関支店周辺
大南セ 大南市民センター
コンパル コンパルホール

ビーコン ビーコンプラザ
県総体 県立総合体育館
アート アートプラザ
漁協佐 県漁協佐賀関支店周辺

▪場所

月 mon. 火 tue. 水 wed. 木 thu. 金 fri. 土 sat. 日 sun.

1/28 29 30 31 2/1 2 3
●無  ちびっこ工作ルーム

てとてとて 
午後1時～3時 
市美術  
☎554-5800

●星  火星・天王星と 
冬の星空めぐり 

（～3日） 
午後7時～

●無  第12回ウオーキングin たけなか 
午前8時～午後1時30分 竹中公   ☎597-1000

● 第25回大分市芸能まわり舞台 
午前10時～ ホルト   ☎537-5722

●無  かえっこバザール 
午前10時～午後1時

　  かえっこオークション 
正午～

　   再生家具と再生自転車の抽選会 
午後0時30分～（受付は正午まで）エコ  
☎588-1410

●無  おもちゃ病院 
午前10時～午後3時 ライフ  
☎090-7459-0915（寺司）

●Ｓ  第68回別府大分毎日マラソン大会 
正午～

● ふぐ雑炊販売（300円） 
午後１時～市陸  
☎537-5764　※800食限定

4 5 6 7 8 9 10
● 第1月曜日は 

美術館で楽しもう！
エコバッグ作り 
午前10時～正午、 
午後1時～3時 市美術  
☎554-5800

●星  長寿と福寿の星 
カノープスに挑戦 

（～11日） 
午後7時～

●13  第24回まちづくり
情報カフェ

●Ｓ  大分三好ヴァイ
セアドラー 対  
パナソニック 
パンサーズ 
午後3時～ ビーコン

●Ｓ  大分三好ヴァイセアドラー 対 
VC長野トライデンツ 
午後3時～ ビーコン

11 建国記念の日 12 13 14 15 16 17
●星  月と火星をみよう 

（～17日） 
午後7時～

● さがのせき朝市 
午前8時30分～ 

（商品がなくなり次第
終了）漁協佐  
☎575-1000

●9 吉野梅まつり 
● 第44回大分市民音楽祭 

午後1時～ ホルト  
☎537-5722

18 19 20 21 22 23 24
●星  長寿と福寿の星 

カノープスに挑戦 
（～24日） 
午後7時～

●無  第13回ウオーキングinへつぎ 
午前8時～午後1時 大南セ  
☎597-1000

● 第12回大分市ふるさとコンサート 
～「別府アルゲリッチ音楽祭」連携事業～ 
入場料：1,000円（全席自由） 
前売券発売中 
※売り切れの場合はご了承ください。 
午後2時～ コンパル  
☎537-5663

25 26 27 28 3/1 2 3

おおいた市 イベントカレンダー
2月
February

●無 無料イベント
●Ｓ スポーツイベント
●今号掲載ページ
●星 関崎海星館
　☎574-0100
　観覧料
　大人　420円
　高校生210円
　中学生以下無料

今
月
の
納
税

市税の納付は便利で確実な口座振替（自動払込）を
ご利用ください。 問納税課　　　☎537-5611
 問国保年金課　☎537-5616

ピアノ 
渡邊 智道

フルート
佐藤 花菜

ヴァイオリン
中津留 果己

テノール
三浦 大喜

「踏切事故防止月間」です
2月3日は「踏切の日」です。踏切では必ず一旦止まって左右を確認するなど、
安全確認をしましょう。

2月7日は「北方領土の日」です
北方領土問題に対する国民の関心と理解を深め、裾野の広い国民運動が展開
されるよう、設けられました。

2
納期限

㈭28
国民健康保険税

第９期

交通安全スローガン
反射材　
　自分をアピール　
　　防ぐ事故
危ないよ　
　スマホじゃなくて　
　　周り見て


