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お　話　河
かわ

本
もと

　憲
けん

治
じ

（元インド駐在員）

南インドは、デリーなどの北インドとは言語も文化も異なり、日本人が抱く一
般的なインドのイメージとは違う世界です。外部からの異文化の影響も少なく、
古来の文化を今でも色濃く残しています。人々はしきたりや人とのつながりを大
切にし、明るく穏やかに生きています。
この講演と写真展では、河本さんが暮らした南インドの、なかなかふれること
のできない儀式や日常を紹介いただきます。この機会を通じて、南インドへの興
味や親近感、さらには、自分とは異なる背景を持つ人々への想像力の喚起につな
がれば幸いです。

〈講演〉
◆第１回◆象の祭事、ヒンズー寺院、結婚式、ガート（水辺の施設）について
と　き　２月１２日（日）昼２時～４時
ところ　公民館　地下ホール

◆第２回◆インドの儀式と神々、カーストについて
と　き　２月２３日（木・祝）昼２時～４時
ところ　公民館　地下ホール
＊�講演の一部に、市民サークルのフルートアンサンブル
リベラによるインド音楽の演奏を予定しています。
定　員　６０名（申込先着順）
申込先　１月１１日（水）朝９時～　公民館☎（５７２）５１４１
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（ユネスコ学習権宣言）学習権とは、読み書きの権利であり、

「くにたち公民館だより」
ホームページのQRコード▶

（令和　年）5

魅惑の南インド
―文化と儀式と人々とー

〈多文化共生講座・写真展案内〉

　昨年、日本とインドは
外交関係樹立７０周年を
迎えました。
　本企画は外務省によ
り２０２２年日本・南西ア
ジア交流年行事に認定
されています。

〈南インド写真展〉
国立市南インド写真展実行委員会主催の写真展です。
お話いただく河本さんが南インドで撮影した写真もご覧
いただけます。
と　き　２月２２日（水）～３月１日（水）、朝９時～夜１０時
　　　　※�２月２２日（水）は朝１１時頃から、３月１日（水）

は夕４時までとなります。（月）は休館日です。
ところ　公民館　１階市民交流ロビー

迎春迎春

（撮影：河本憲治）

紅茶運搬のために建造された高原鉄道

象達の優しさと賢さにふれる イスラム女性の手や腕の装飾
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■�

市
民
の
学
習
運
動
と
し
て
の
本
答

申　

―
誰
が
未
曽
有
の
事
態
を
記

録
し
・
情
報
共
有
す
る
の
か

私
は
コ
ロ
ナ
禍
に
突
入
し
た
２
０
２

０
年
当
時
、
今
う
ご
め
い
て
い
る
公
民

館
や
地
域
の
実
態
を
誰
か
が
拾
い
あ
げ

共
有
し
な
け
れ
ば
、
と
真
剣
に
思
っ
て

い
ま
し
た
。
こ
と
各
自
治
体
に
関
し
て

そ
れ
は
本
来
社
会
教
育
行
政
の
仕
事
だ

ろ
う
と
も
。
で
も
多
く
は
目
の
前
の
対

応
に
追
わ
れ
る
中
、
な
ら
ば
研
究
者
と

し
て
私
が
、
と
の
思
い
で
学
会
や
個
人

で
調
査
を
行
っ
た
り
、
研
究
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
取
り
組
ん
だ
り
し
て
き
ま
し
た
。

け
れ
ど
今
回
第
３３
期
国
立
市
公
運
審

答
申
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
、
は
っ
と

し
た
の
で
す
。
そ
う
か
公
運
審
、
も
っ

と
い
え
ば
利
用
者
・
市
民
が
調
査
し
記

録
す
る
と
い
う
筋
が
あ
っ
た
。
な
の
に

私
は
そ
れ
を
見
落
と
し
て
い
た
と
。
私

は
本
答
申
を
「
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
迫

力
あ
る
市
民
の
学
習
運
動
」
だ
と
と
ら

え
ま
す
。
そ
し
て
「
市
民
が
参
加
す
る

公
運
審
」
の
新
た
な
地
平
を
切
り
開
い

た
と
も
思
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
禍
で
少
な
か
ら
ぬ
公
民
館
職

員
た
ち
は
、
自
ら
の
仕
事
の
存
在
意
義

を
揺
り
動
か
さ
れ
、
問
い
直
す
機
会
を

得
ま
し
た
。
し
か
し
本
答
申
は
、
そ
れ

は
職
員
だ
け
で
は
な
い
、
利
用
者
・
市

民
に
と
っ
て
の
公
民
館
の
存
在
意
義
の

揺
ら
ぎ
と
発
見
の
機
会
で
も
あ
っ
た
の

だ
、
と
教
え
て
く
れ
る
の
で
す
。

■�

市
民
の
日
常
に
寄
り
添
う
、
自
律

的
な
教
育
機
関
と
し
て

公
運
審
は
、
ま
た
声
を
届
け
た
利
用

者
・
市
民
は
、
公
民
館
を
ど
う
再
発
見

し
た
の
で
し
ょ
う
。
公
運
審
答
申
は
公

民
館
の
大
事
な
構
成
要
素
を
、「
生
き

る
権
利
の
実
現
に
不
可
欠
な
学
習
権
」

「
市
民
と
と
も
に
あ
る
公
民
館
」「
変

化
に
対
応
で
き
る
公
運
審
」
と
明
快
に

示
し
て
い
ま
す
。
私
は
特
に
市
民
ア
ン

ケ
ー
ト
の
結
果
も
受
け
豊
か
に
記
載
さ

れ
た
２
点
目
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
ア

ン
ケ
ー
ト
で
も
「
日
常
と
共
に
あ
る
施

設
」
と
い
う
記
載
は
印
象
的
で
し
た
が
、

閉
館
と
い
う
未
曽
有
の
事
態
の
中
か
ら

こ
そ
、
見
え
て
い
な
か
っ
た
日
常
の
価

値
、
そ
し
て
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
あ

っ
た
公
民
館
の
存
在
の
重
さ
が
浮
き
彫

り
に
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
日

常
を
支
え
続
け
る
に
は
、
高
い
専
門
性

あ
る
仕
事
が
不
可
欠
で
す
。「
想
像
力

か
ら
つ
な
が
り
を
持
ち
続
け
て
い
こ
う

と
す
る
実
践
」「（
公
民
館
自
身
の
）
困

難
を
見
え
る
化
す
る
」「
学
び
に
参
加

し
づ
ら
い
人
々
を
支
え
続
け
る
」
…
こ

れ
は
ど
れ
も
、
市
民
の
目
線
で
数
々
の

声
か
ら
と
ら
え
た
、
公
民
館
の
仕
事
へ

の
提
言
だ
と
思
え
ま
す
。
そ
う
い
う
仕

事
が
「
自
律
的
な
教
育
機
関
」
と
し
て

の
社
会
的
存
在
価
値
を
示
す
の
だ
と
も

思
い
ま
す
。

■�

つ
な
が
っ
て
き
た
か
ら
、
実
態
へ

の
ま
な
ざ
し
・
つ
な
が
ろ
う
と
す

る
思
い
が
広
が
る

ま
た
本
答
申
に
は
、
国
立
市
公
民
館

の
歩
ん
だ
長
い
道
の
り
、
時
間
の
蓄
積

を
感
じ
ま
し
た
。

今
回
、
公
運
審
メ
ン
バ
ー
の
ま
な
ざ

し
は
、
国
・
自
治
体
・
公
民
館
の
判
断

過
程
、
公
民
館
の
機
能
別
の
状
況
、
さ

ら
に
は
利
用
団
体
・
市
民
・
職
員
調
査

へ
と
向
か
い
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
に
も

生
ま
れ
継
続
さ
れ
た
社
会
教
育
学
習
会

や
た
よ
り
編
集
委
員
会
や
公
運
審
と
い

う
学
び
の
場
の
動
き
を
社
会
的
に
共
有

し
よ
う
と
も
し
て
い
ま
し
た
。

な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
の
「
ま
な
ざ
し
」
や

「
場
」
が
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

こ
に
は
こ
こ
に
至
る
国
立
市
公
民
館
実

践
の
活
動
と
そ
れ
を
支
え
る
つ
な
が
り

の
網
の
目
の
豊
か
さ
が
あ
る
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。
私
は
し
ょ
う
が
い
し
ゃ
や

外
国
に
ル
ー
ツ
の
あ
る
市
民
と
つ
な
が

ろ
う
と
す
る
「
通
信
」・
Ｓ
Ｎ
Ｓ
・
ラ

ジ
オ
・
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
・
オ
ン
ラ
イ

ン
サ
ロ
ン
な
ど
の
コ
ロ
ナ
禍
の
多
彩
な

展
開
を
印
象
深
く
読
み
ま
し
た
が
、
当

然
背
後
に
は
、
し
ょ
う
が
い
し
ゃ
青
年

教
室
、「
喫
茶
わ
い
が
や
」、
生
活
の
た

め
の
日
本
語
講
座
な
ど
の
日
常
の
実
践

の
積
み
重
ね
が
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

公
民
館
を
介
し
た
日
常
的
な
つ
な
が

り
の
蓄
積
と
広
が
り
が
、「
想
像
力
」

の
基
盤
と
な
っ
て
新
た
な
つ
な
が
り
を

生
み
、
つ
な
が
り
続
け
る
思
い
も
育
む
。

今
回
の
「
答
申
」
は
き
っ
と
過
去
の
日

常
に
支
え
ら
れ
、
未
来
の
活
動
と
つ
な

が
り
へ
の
新
た
な
種
と
な
っ
て
い
く
こ

と
と
信
じ
て
い
ま
す
。

自分自身の世界を読み取り、歴史をつづる権利であり、

「コロナ禍における迫力ある市民の学習運動として」
―第３３期国立市公民館運営審議会答申を読んで―

岡
おか

　幸
さち

江
え

（九州大学）

公民館では、公民館事業などに関して審議する公民館運営審議会（以下、公運審）が毎月活動しています。２０２２
年１０月に任期が終了した第３３期の公運審から、答申「新型コロナウイルス感染拡大時における教育機関としての公
民館事業について」が館長に提出されました。そこで今回は、コロナ禍における社会教育や公民館の課題について
研究されている研究者に、本答申の意義と今後の活かし方について、ご寄稿いただきました。

【
岡　

幸
江
さ
ん
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】

九
州
大
学
教
授
。
専
門
は
社
会
教

育
学
・
地
域
教
育
論
。
暮
ら
し
や
文

化
に
根
ざ
し
た
社
会
教
育
を
探
求
し

て
い
る
。
前
任
埼
玉
大
学
時
代
（
１

９
９
８
～
２
０
０
９
年
）
に
は
、
三

多
摩
の
公
民
館
に
も
多
く
を
学
ん
だ
。

岡 幸江　さん

冊子を希望される方は公民館まで
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１２
月
１３
日
（
火
）
第
３４
期
第
２
回
定

例
会
を
開
催
。
委
員
１４
名
、
館
長
、
職

員
２
名
出
席
。
傍
聴
人
１０
名
。

○
前
回
留
保
と
な
っ
て
い
た
正
副
委
員

長
を
選
出
。
委
員
長
に
木
島
香
織
さ
ん
、

副
委
員
長
に
大
野
広
子
さ
ん
、
隈
井
裕

之
さ
ん
の
２
名
が
選
出
さ
れ
た
。

報
告
事
項

○
公
民
館
だ
よ
り
編
集
研
究
委
員
会
、

社
会
教
育
委
員
の
会
、
東
京
都
公
民
館

連
絡
協
議
会
に
つ
い
て
報
告
。
東
京
都

公
民
館
連
絡
協
議
会
で
は
、
令
和
５
年

２
月
４
日
に
第
５９
回
研
究
大
会
を
開
催

予
定
。
４
つ
の
課
題
別
集
会
に
分
か
れ

る
た
め
、
各
委
員
の
参
加
希
望
を
確
認

し
た
。

○
館
長
よ
り
１２
月
か
ら
の
職
員
体
制
に

つ
い
て
報
告
。
欠
員
だ
っ
た
正
規
職
員

１
名
、
会
計
年
度
任
用
職
員
１
名
が
加

わ
っ
た
。

委
員
研
修

○
長
澤
成
次
委
員
（
千
葉
大
学
名
誉
教

授
）
に
よ
る
お
話
。
テ
ー
マ
は
「
公
民

館
運
営
審
議
会
を
め
ぐ
る
歴
史
と
課

題
」。
次
回
は
青
山
鉄
兵
委
員
（
文
教

大
学
准
教
授
）
に
お
話
し
い
た
だ
く
。

協
議
事
項

〇
市
長
・
教
育
長
へ
の
要
望
書
提
出
に

向
け
、
要
望
書
提
出
の
意
義
、
今
後
の

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
確
認
を
行
っ
た
。

○
社
会
教
育
学
習
会
に
つ
い
て
、
テ
ー

マ
・
開
催
時
期
を
検
討
。
今
後
は
社
会

教
育
学
習
会
担
当
委
員
を
中
心
に
進
め

て
い
く
。

○
今
後
の
公
運
審
開
催
日
程
等
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
を
確
認
し
た
。

次
回
１
月
１０
日
（
火
）
夜
７
時
１５
分

か
ら
地
下
ホ
ー
ル
。
感
染
予
防
の
上
、

傍
聴
歓
迎
。�

（
野
口
）

学習権とは問い続け、深く考える権利であり、想像し、創造する権利であり、

国立市公民館　第３３期公民館運営審議会国立市公民館　第３３期公民館運営審議会（２０２０．１１～２０２２．１０）（２０２０．１１～２０２２．１０）答申答申
「新型コロナウイルス感染拡大時における教育機関としての公民館事業について」 概要「新型コロナウイルス感染拡大時における教育機関としての公民館事業について」 概要

✓�２０２０年の緊急事態宣言において主催事業中止や休館（４～５月）などの対応は、市民の学習権保障の観点か
ら適切だったか。未来に向けてその対応等を検証するため、２０２１年５月に館長より公民館運営審議会へ諮問。
✓�本答申では、コロナ禍において起きた事実の記録・検証や市民・職員の声を拾い上げることを重視。答申本
文５３頁、資料・記録等１００頁超を公運審委員で執筆・まとめ、２０２２年１０月に提出。

諮問諮問
のの
課題課題

✓�１５名の公運審委員が記録班、アンケート班、社会教育学習会班、検証・提言班に分かれ活動。
✓�団体・個人、職員へのアンケート、当時の公民館長や公運審正副委員長、だより編集委員会へ聞き取り調査を実施。
✓�社会教育学習会「コロナ禍における学びとつながり」を企画、２０２１年１２月に開催（参加者５１名）し、記録化。

検討検討
経過経過

市民が学び、つながり続けるための公民館運営・事業のあり方　【主な課題提起】市民が学び、つながり続けるための公民館運営・事業のあり方　【主な課題提起】
●�学習権について、人々の生きる権利の実現に不可欠なものとして捉える視点を共有し、教育機関としての公民館の休
館対応等を検証した。
●�国立市公民館の活動では、コロナ禍においても「安心の場・地域のよりどころとして」「つながりをつくり続ける」
ことが求められる。コロナ禍で深刻化した「困難を見える化し支え合う」こと、「学びに参加しづらい人々を支え続
ける」こと、これら４つの視点が重要であることを提起した。
●�休館や事業中止等の意思決定プロセスでは、公運審や市民、職員の声が活かされず、トップダウンで行われた問題を
指摘した。
●�公運審は、緊急時等の変化に対応できる体制整備等を行い、公民館の民主的運営の実現に役割を果たすことが求めら
れる。

新型コロナウイルス感染拡大時における教育機関としての公民館事業に向けた提言　【１０の提言】新型コロナウイルス感染拡大時における教育機関としての公民館事業に向けた提言　【１０の提言】

（１）市民とともにある公民館運営・事業
提言①　主権者として、ともに知り・考え・学びあえる事業展開
提言②　市民や団体・サークルとのつながりづくり
提言③　緊急時に対応できる公民館運営審議会の体制整備
提言④　情報発信と情報交流の「ひろば」としての機能強化

（２）教育機関としての公民館・職員体制の強化
提言⑤　教育機関としての公民館の位置づけ強化
提言⑥　社会教育専門職の役割と配置促進
提言⑦　社会教育現場の声の反映と施設間の連携

（３）緊急時のための事業・施設整備計画の立案
提言⑧　�国立市新型インフルエンザ等対策行動計画・事業継続計画の再

考と具体化
提言⑨　�緊急時に柔軟な対応ができる公民館運営・事業の体制づくりの

検討
提言⑩　施設・備品整備計画の策定

末光委員長から答申が渡されました
（2022年10月）

答申本文等は
国立市公民館
ＨＰから
ダウンロード
できます

公
民
館
運
営
審
議
会
報
告

公
民
館
運
営
審
議
会
報
告
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個人的・集団的力量を発達させる権利である。

上
手
く
書
き
た
い
。
定
例
会
で
は
活
発

な
発
言
が
あ
り
、
自
分
と
違
う
バ
ッ
ク

グ
ラ
ウ
ン
ド
で
違
う
年
齢
の
人
の
感
想

は
す
ご
く
面
白
い
な
と
思
っ
て
聞
い
て

い
ま
し
た
」

「
取
材
す
る
時
に
、
編
集
研
委
員
と

い
う
の
は
『
だ
よ
り
』
の
編
集
に
直
接

携
わ
る
の
で
は
な
く
て
、
ち
ゃ
ん
と
発

行
さ
れ
て
い
る
か
を
見
守
り
、
市
民
目

線
で
紙
面
の
構
成
や
講
座
内
容
の
伝
わ

り
や
す
さ
等
を
考
え
る
役
割
を
担
っ
て

い
る
こ
と
を
ま
ず
説
明
す
る
よ
う
に
し

ま
し
た
。
ま
た
立
ち
上
げ
た
時
期
な
ど

の
質
問
事
項
を
事
前
に
送
っ
て
お
い
て
、

答
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
う
す
る
こ

と
で
意
思
の
疎
通
も
上
手
く
い
っ
た
の

で
は
と
思
い
ま
す
。
調
べ
て
分
か
る
こ

と
は
で
き
る
だ
け
事
前
に
調
べ
る
よ
う

に
し
ま
し
た
。

感
心
し
た
の
は
国
立
は
小
さ
な
市
な

の
に
、
何
で
こ
ん
な
に
い
っ
ぱ
い
サ
ー

ク
ル
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
っ
て
。
い
ろ
ん

な
形
で
い
ろ
ん
な
活
動
を
し
て
い
る
の

が
よ
く
分
か
り
、
自
分
が
直
接
出
向
く

こ
と
で
そ
れ
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
た

と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
な
発
見
だ
っ

た
な
と
思
い
ま
す
」

「
私
は
、
初
め
て
読
む
人
の
気
持
ち

に
な
る
た
め
に
あ
え
て
何
も
調
べ
な
い

で
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
何
で

こ
ん
な
こ
と
聞
く
の
っ
て
顔
さ
れ
ま
し

た
け
ど
、
そ
の
と
き
の
文
章
が
一
番
よ

く
書
け
た
か
な
」

読
ん
だ
り
し
て
、
刺
激
を
も
ら
え
ま
し

た
」「

取
材
は
、
１
回
目
は
ド
キ
ド
キ
し

な
が
ら
で
し
た
が
、
回
を
重
ね
る
ご
と

に
楽
し
め
て
、
積
極
的
に
動
け
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
書
い
た
記
事
を
編
集

研
で
添
削
と
い
う
か
、
み
ん
な
が
あ
あ

だ
こ
う
だ
と
忌
憚
な
く
ど
ん
ど
ん
言
っ

て
く
れ
て
、
す
ご
く
勉
強
に
な
り
ま
し

た
。
自
分
の
書
い
た
文
章
が
人
に
読
ま

れ
、
声
を
か
け
ら
れ
た
り
す
る
と
、
や

は
り
う
れ
し
い
で
す
。
講
座
に
も
前
よ

り
興
味
を
持
っ
て
出
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
」

「
記
事
は
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
の
持
ち

味
が
出
て
い
て
、
こ
ん
な
表
現
が
出
来

る
ん
だ
っ
て
感
心
し
、
楽
し
み
な
が
ら

学
ば
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
取
材
で
自

分
の
世
界
も
広
が
る
の
で
す
が
、
そ
の

魅
力
を
ど
う
伝
え
た
ら
い
い
か
結
構
悩

み
ま
し
た
」

「
会
場
調
整
会
の
運
営
な
ど
で
活
躍

す
る
、
利
用
団
体
か
ら
成
る
『
公
民
館

利
用
者
連
絡
会
』（
公
利
連
）
を
、
サ

ー
ク
ル
訪
問
の
欄
で
紹
介
で
き
て
良
か

っ
た
と
思
い
ま
す
（
２
０
２
２
年
６
月

５
日
号
）」

「
掲
載
後
に
た
く
さ
ん
入
会
希
望
者

が
来
た
と
か
、
９０
歳
の
方
が
入
っ
た
と

か
聞
く
と
、
い
い
方
と
出
会
え
た
な
と

い
う
感
じ
で
楽
し
か
っ
た
で
す
」

「
社
会
教
育
を
学
ん
で
い
て
、
市
民

講
座
と
か
サ
ー
ク
ル
と
か
知
っ
て
い
る

つ
も
り
で
し
た
が
、
実
際
に
訪
問
し
話

を
聞
く
と
、
ち
ゃ
ん
と
自
分
の
目
で
見

て
得
ら
れ
る
物
っ
て
大
き
い
な
と
感
じ

ま
し
た
。
新
し
い
場
は
怖
く
て
緊
張
し

て
行
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
案
外
、
開
か

れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
参
加

を
迷
っ
て
い
る
人
の
背
中
を
押
せ
る
よ

う
な
、
温
か
い
雰
囲
気
の
描
写
な
ど
を

委
員
を
経
験
し
て

編
集
研
委
員
は
、「
だ
よ
り
」
最
終

ペ
ー
ジ
の
「
サ
ー
ク
ル
訪
問
」
欄
の
取

材
・
執
筆
を
、
持
ち
回
り
で
担
当
し
ま

し
た
。
記
事
は
定
例
会
で
発
表
し
、
他

の
委
員
か
ら
意
見
を
求
め
ま
し
た
。

「
取
材
が
大
好
き
で
す
。
出
会
い
が

い
っ
ぱ
い
あ
っ
て
、
交
流
が
で
き
て
、

そ
れ
を
文
章
に
し
て
皆
で
議
論
す
る
そ

の
過
程
が
好
き
で
す
。
若
い
委
員
の
文

章
を
読
む
と
す
ご
く
触
発
さ
れ
て
勉
強

に
な
る
。
ま
た
公
民
館
主
催
の
講
座
に

行
く
よ
う
に
な
っ
た
の
も
編
集
研
を
引

き
受
け
て
か
ら
で
す
ね
」

「
取
材
記
事
を
書
く
の
が
初
め
て
で
、

心
が
け
た
の
は
感
想
文
で
は
な
く
て
、

読
者
を
意
識
し
て
書
く
と
い
う
こ
と
と
、

取
材
先
で
伺
っ
た
内
容
を
正
確
に
伝
え

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
読
ん
だ
人
が
入

会
し
て
く
れ
た
と
い
う
報
告
を
聞
く
と
、

自
分
の
記
事
が
誰
か
の
き
っ
か
け
に
な

っ
た
の
が
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。
他
の

委
員
お
勧
め
の
講
座
を
受
け
た
り
本
を

第
１８
期
公
民
館
だ
よ
り
編
集
研
究
委
員
会
（
以
下
編
集
研
）
は
、
大
学
生
１
名
を

含
む
新
委
員
５
名
、
継
続
３
名
と
い
う
構
成
で
２
０
２
０
年
１２
月
に
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
特
殊
な
状
況
下
で
の
２
年
間
の
活
動
で
し
た
が
、
任
期
終

了
に
あ
た
り
「
サ
ー
ク
ル
訪
問
を
中
心
に
、
委
員
を
経
験
し
て
感
じ
た
こ
と
」、「
読

ん
で
も
ら
え
る
『
公
民
館
だ
よ
り
』（
以
下
「
だ
よ
り
」）
に
す
る
に
は
」「
コ
ロ
ナ

禍
で
『
だ
よ
り
』
に
出
来
る
こ
と
は
」
の
３
つ
の
テ
ー
マ
で
座
談
会
を
開
き
ま
し
た
。

（
２
０
２
２
年
７
月
２８
日
、
公
民
館
に
て
）

〈第１８期「公民館だより編集研究委員会」から〉

つながりを求めて ――「集う」ための知恵出し合う

「公民館だより編集研究委員会」は８名の委員で構成され、月１回定例会を開き、公民館の担当職員も交えて、
公民館だよりについての感想や意見交換、「サークル訪問」欄の取材・執筆を行ってきました。委員全員による座
談会を開き、コロナ禍にあったこの２年間の活動を振り返りました。
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「
掲
示
板
み
た
い
な
感
じ
で
、
つ
な

ぎ
先
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
」

●
新
た
な
形
で
つ
な
が
り
を

「
コ
ロ
ナ
の
お
か
げ
と
い
う
と
語
弊

が
あ
る
け
れ
ど
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
講
座

に
ど
こ
か
ら
で
も
参
加
で
き
る
と
い
う

の
は
す
ご
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
」

「
小
さ
い
子
が
い
る
お
母
さ
ん
が
、

子
ど
も
を
抱
え
て
移
動
し
な
が
ら
ス
マ

ホ
で
講
座
に
参
加
し
て
、
途
中
か
ら
帰

宅
し
て
落
ち
着
い
て
参
加
出
来
た
っ
て

い
う
感
想
を
『
だ
よ
り
』
に
寄
せ
て
く

だ
さ
っ
て
ま
し
た
ね
（
２
０
２
１
年
１２

月
５
日
号
）」

「
あ
れ
に
は
ち
ょ
っ
と
感
動
し
ま
し

た
」「

コ
ロ
ナ
で
公
民
館
が
閉
館
に
な
っ

て
行
き
場
所
を
失
っ
た
と
い
う
時
に
、

自
宅
か
ら
で
も
つ
な
が
れ
た
ら
精
神
的

に
違
う
で
し
ょ
う
ね
」

「
感
染
し
た
く
な
い
け
れ
ど
、
人
と

は
つ
な
が
り
た
い
っ
て
い
う
人
は
多
い

と
思
う
。
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
で
も
つ
な

が
り
を
持
て
た
ら
い
い
で
す
ね
」

な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
意
見
交
換
が
出

来
る
の
が
編
集
研
の
醍
醐
味
だ
と
思
う

の
で
す
が
、
そ
れ
を
紙
面
で
出
来
れ
ば

よ
り
関
心
を
持
っ
て
も
ら
え
る
と
思
い

ま
す
」

「
年
間
を
通
し
て
や
っ
て
い
る
講
座

を
職
員
さ
ん
が
取
材
を
し
て
書
く
と
い

う
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
」

（
職
員
か
ら
）「
た
ま
に
載
る
『
公
民

館
の
窓
』
は
職
員
が
仕
事
を
通
じ
て
感

じ
た
こ
と
を
書
く
コ
ラ
ム
で
す
」

「
親
し
み
や
す
く
て
い
い
で
す
よ
ね
」

「
連
続
講
座
は
職
員
さ
ん
も
思
い
入

れ
が
強
い
と
思
う
の
で
、
そ
こ
を
書
い

て
も
ら
う
と
、
頑
張
っ
て
い
る
な
、
応

援
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
す
」

「
こ
の
次
は
こ
う
し
た
い
、
と
か
。

負
担
が
増
え
て
大
変
だ
と
は
思
い
ま
す

が
、
面
白
そ
う
で
す
」

●
写
真
は
出
来
る
だ
け
大
き
く

「
講
座
を
紹
介
す
る
と
き
、
講
師
の

肩
書
と
顔
写
真
は
き
ち
ん
と
付
け
る
べ

き
で
す
。
少
し
変
え
る
こ
と
で
よ
り
具

体
的
に
、身
近
に
で
き
る
と
思
い
ま
す
」

「
文
字
だ
け
に
な
ら
な
い
よ
う
に
イ

ラ
ス
ト
を
入
れ
て
い
る
が
、
む
し
ろ
写

真
を
大
き
く
し
た
方
が
い
い
」

「
講
座
で
作
る
料
理
な
ど
も
写
真
が

あ
る
と
訴
え
る
力
が
強
く
な
り
ま
す

ね
」「

絵
画
サ
ー
ク
ル
の
人
か
ら
絵
を
提

供
し
て
も
ら
い
、
コ
ラ
ボ
的
に
や
っ
た

ら
、
よ
り
味
が
出
る
か
と
思
い
ま
す
」

コ
ロ
ナ
禍
で
の
「
だ
よ
り
」
の
役
割

こ
の
２
年
間
は
ま
さ
に
コ
ロ
ナ
禍
に

あ
り
、
公
民
館
の
機
能
、
役
割
が
問
わ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

「
１
人
で
も
ぶ
ら
っ
と
入
れ
る
の
が

国
立
の
公
民
館
の
特
徴
み
た
い
で
、
掲

示
板
を
見
た
り
本
を
読
ん
だ
り
し
て
情

報
を
得
る
と
い
う
利
用
の
仕
方
を
し
て

い
る
人
も
多
い
。
休
館
に
な
っ
た
時
に

『
だ
よ
り
』
で
、
相
談
コ
ー
ナ
ー
が
あ

り
ま
す
よ
と
か
情
報
発
信
を
し
て
も
よ

か
っ
た
」

毎
回
の
よ
う
に
議
論
し
ま
し
た
。

「
市
の
『
市
民
意
識
調
査
（
令
和
３

年
）』
を
見
る
と
、
７０
歳
代
は
回
答
数

も
多
く
て
半
数
以
上
が
『
だ
よ
り
』
を

し
っ
か
り
読
ん
で
く
れ
て
い
る
。
３９
歳

以
下
だ
と
ド
ド
ド
っ
と
少
な
く
な
る
ん

で
す
よ
ね
」

「
パ
ッ
と
見
て
興
味
を
引
く
工
夫
も

必
要
で
す
が
、
作
る
段
階
で
若
い
人
に

書
く
も
の
を
振
っ
て
い
く
と
当
事
者
性

が
生
ま
れ
る
と
思
い
ま
す
。
若
い
人
が

参
加
し
て
い
る
講
座
で
は
、
結
構
ア
ン

ケ
ー
ト
に
感
想
を
書
い
て
い
た
り
す
る

ん
で
す
。
小
学
生
も
ビ
ッ
シ
リ
書
い
て

ま
し
た
よ
」

「
そ
う
い
う
人
た
ち
に
了
解
を
も
ら

っ
て
載
せ
ら
れ
た
ら
、
年
代
と
か
い
ろ

い
ろ
な
属
性
が
広
が
っ
て
い
い
で
す

ね
」「（

講
座
参
加
者
の
）
ひ
と
言
特
集
な

ど
、切
り
口
を
変
え
て
載
せ
て
も
い
い
」

「
ひ
と
言
ぐ
ら
い
だ
と
、『
イ
メ
ー
ジ

が
違
っ
た
』
と
か
『
ち
ょ
っ
と
こ
う
し

て
欲
し
か
っ
た
』
と
か
、
要
望
な
ど
も

入
れ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
」

「
批
判
と
い
う
よ
り
、
次
に
つ
な
が

る
建
設
的
な
意
見
が
入
る
と
い
い
」

「
以
前
、
他
の
委
員
と
同
じ
講
座
に

出
て
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
見
方
が
違

う
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た

ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
視
点
で
考
え
る

こ
と
も
出
来
る
の
か
と
す
ご
く
勉
強
に

「
何
遍
や
っ
て
も
私
は
慣
れ
な
い
で

す
。
全
戸
配
布
の
発
行
物
に
署
名
入
り

で
文
章
を
載
せ
る
っ
て
い
う
の
は
、
責

任
が
あ
る
と
思
い
な
が
ら
書
い
て
い
ま

す
」「

訪
問
し
た
立
場
の
視
点
で
書
い
て

い
ま
す
。
間
違
え
た
ら
直
さ
な
き
ゃ
い

け
な
い
け
れ
ど
も
、
基
本
は
書
い
た
人

の
責
任
で
、
な
る
べ
く
そ
の
良
さ
を
残

し
た
方
が
い
い
か
な
と
い
う
気
が
し
ま

す
」

読
ん
で
も
ら
う
の
に
必
要
な
こ
と

公
民
館
で
毎
月
開
催
さ
れ
る
講
座
に

興
味
・
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、

紙
面
で
ど
う
取
り
上
げ
た
ら
い
い
か
、毎回活発な意見交換が行われました

第
１８
期
公
民
館
だ
よ
り

�

編
集
研
究
委
員

西
尾
万
樹（
委
員
長
）、高
木
裕
子（
副

委
員
長
）、
飯
塚
恵
、
池
田
祐
子
、

大
久
保
芽
衣
、小
林
栄
子
、

鴇
田
美
緒
、
中
井
一
人

学習権とはあらゆる教育の手だてを得る権利であり、
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監督・原作・脚本　山田洋次　　音楽　山本直純
出演　�渥美　清、倍賞千恵子、大原麗子、泉ピン子、�

志村　喬、室田日出男、下条正巳、笠智衆　ほか

「わたくし　生まれも育ちも葛
飾柴又です。帝釈天で産湯をつか
い、姓は車、名は寅次郎、人呼ん
でフーテンの寅と発します！」お
馴染み《フーテンの寅さん》が巻
き起こす、恋と笑いと人情の大騒
動！今回は、マドンナに大原麗子
を迎え、当時は人気コメディアン
だった泉ピン子の出演も話題にな
った、シリーズ第２２作を上映します！

と　き　１月２２日（日）昼２時～（開場昼１時）
ところ　公民館　地下ホール
定　員　５０名（申込先着順）
申込先　１月１２日（木）朝９時～　公民館☎（５７２）５１４１
＊�事前申し込み制となっています。必ず電話もしくは窓口
にて事前にお申し込みください。
＊�新型コロナウイルス感染予防のため、途中で１０分程度、
換気のため休憩を設けます。ご了承ください。

講　師　青木　直
なお

己
み

（東洋大学、立正大学非常勤講師）

日本には全国各地に、形も味も様々な和菓子が存在しま
す。近年は嗜好品としてだけでなく、地域文化を知るため
の調査対象として捉えられることも多くなってきました。
例えば、佐賀県の小城羊羹。発祥の地である小城（現在

の小城市）は全国百名水の清水川をはじめ、水に恵まれた
土地です。また、宗教都市であり立派な本山があるため、
様々な行事が行われてきました。こういった特徴が、羊羹
づくりを盛んにしたと考えられます。このように、和菓子
を調べると、各地域の興味深い文化を知ることができます。
「菓子をめぐることは、地域の歴史、風土、自然に触れ
ることでもある」と青木さんはおっしゃいます。今回は主
に、全国各地の和菓子の歴史についてお話しいただき、各
地域の文化を学ぶ講座にしたいと思います。

と　き　２月４日（土）、５日（日）昼２時～４時
ところ　公民館　地下ホール
定　員　５０名（申込先着順）
申込先　１月２０日（金）朝９時～　公民館☎（５７２）５１４１

〈〈CC
シ ネ ボ ッ ク スシ ネ ボ ッ ク ス
INEVOXINEVOX　公民館映画会〉　公民館映画会〉

松竹　１９７８年　カラー１０５分　※ＤＶＤ版松竹　１９７８年　カラー１０５分　※ＤＶＤ版

『男はつらいよ　噂の寅次郎』『男はつらいよ　噂の寅次郎』 ～和菓子を知れば地域が分かる～～和菓子を知れば地域が分かる～

日本全国和菓子の旅日本全国和菓子の旅

と　き　１月１２日（木）夜７時半～９時半
ところ　公民館　地下ホール
定　員　３０名（今年度すでに申込済の方は申込不要です。）
申込先　公民館☎（５７２）５１４１
＊この講座はあらかじめ作品を読んできて、参加者が「読
み」を出しあいます。そのあと講師のお話を聞きます。

〈くにたちブッククラブ　感傷から遠く離れて〉

松田青子『女が死ぬ』松田青子『女が死ぬ』（中公文庫）（中公文庫）

講座「シルバー学習室　第４３期」の水彩画展を行い
ます。三原色（赤・青・黄色）と白の絵の具で誰でも
絵が描ける“キミ子方式”で描いた「もやし」「空」
「毛糸の帽子」などを展示します。障害者センター
「あさがお」、キミ子方式水彩画サークル「絵筆の
会」との合同展です。
※�「シルバー学習室」は市内に住む概ね６０歳以上の方を
対象に、料理、リトミック、自然観察、歴史、高齢者問
題などを学んでいくなかで、新たな自分の発見や、
受講者同士の交流・仲間づくりをしていく講座です。

期　間　２月７日（火）～１２日（日）
ところ　公民館　１階市民交流ロビー
連絡先　公民館☎（５７２）５１４１
� 障害者センター☎（５７３）３３４４

三原色で描く三原色で描く

キミ子方式水彩画展キミ子方式水彩画展

講　師　小
お

平
だいら

　麻衣子（慶應義塾大学・日本近代文学）

〈文化・芸術講座〉

講　師　山田　修平�
� （ＮＰＯ法人東京学芸大こども未来研究所）

スズランテープを部屋一面に張り巡らせて、カラフルな
空間を作ります。天井から床まで広い空間をテープでつな
ぎ、素敵な森の空間を作りましょう。完成後は迷路のよう
にくぐって遊びます。

と　き　１月２９日（日）朝１０時～１２時
ところ　公民館　地下ホール
持ち物　飲み物、動きやすい服装
対象・定員　子ども（３歳から小学校高学年まで）と保護
者１２組（家族単位です）※応募者多数の場合抽選
※市内在住・在学・在勤の方、初めて参加する方優先
申込先　１月５日（木）朝９時～９日（月）
夜９時までの間に、右ＱＲコードよりお申込
みください。

〈親子で遊ぼう・考えよう〉〈親子で遊ぼう・考えよう〉

スズランテープのカラフルな森づくりスズランテープのカラフルな森づくり
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　 申込みに重なりがあった団体へのお知らせ

以下の表の日程で、会場別ポスト付近に掲示します。
ホームページでもお知らせします。

―公民館の会場予約のご案内――公民館の会場予約のご案内―
公民館の会場をより多くの団体が利用できるよう、会場調整の場を設けています。引き続き、３つの密を
避けるため、ご協力をお願いいたします。
３月～６月（ロビーは４月～７月）の利用希望は以下の方法で、調整会へご参加ください。

■今後の会場調整会日程� （※いずれも午前１０時～）

使用希望月（ロビー） 申込書のポスト投入期間 重なり団体の掲示日 ※会場調整会

３月（４月） １月７日（土）～１月26日（木） １月2８日（土）～ ２月４日（土）

４月（５月） ２月４日（土）～２月2３日（木） ２月25日（土）～ ３月４日（土）

５月（６月） ３月４日（土）～３月2３日（木） ３月25日（土）～ ４月１日（土）

６月（７月） ４月１日（土）～４月2７日（木） ４月29日（土）～ ５月６日（土）

★ 「公民館会場等使用調整会参加申込書」の提出

公民館１階入口正面の会場別ポストに「参加申込書」
を入れてください。
ポスト投入期間は、以下の表（■今後の会場調整会日
程）のとおりです。

調整会へは、１団体１名、第１希望が取れなかった場合の別の候
補日や会場を想定して、最終的な判断ができる方がご参加くださ
い。（開始時間に遅れたり、不参加の場合は、使用希望は取り消
しとなります。）

…会場調整会への参加…会場調整会への参加掲示のあった団体掲示のあった団体 掲示のなかった団体掲示のなかった団体

会場調整会翌日以降�
２階事務室へ本申込みに
お越しください。
（会場調整会当日は、本
申込みはできません。）

★ 「参加申込書」を提出していない団体の予約方法★ 「参加申込書」を提出していない団体の予約方法

・２階事務室での受付…調整会当日の午後２時～
・電話での仮予約…調整会当日の午後３時～
※受付時間：午前９時～午後５時（月曜、祝日、年末年始を除く）

＊�詳細や不明な点は、公民館までお問合せください。
＊�会場調整会は、公民館利用者連絡会のご協力によ
り実施しています。

� 公民館☎（５７２）５１４１

「参加申込書」は、入口正面にあるポ
ストに投入してください。

▲QRコードからもご確認いただけます。

※

会会場場

 ：    ～  ：  

 ：    ～  ：  

集会室
講座室
中集会室

　　月　　日(　)

　　月　　日(　)

申込者名

住所

実習室
ロビー

　　月　　日(　)

ホール
音楽室

公民館会場等使用調整会参加申込書団体名

電話番号

ご利用希望会場に○印をつけてください
使使用用時時間間(24時間制)

月月  日日

 ：    ～  ：  

 ：    ～  ：  

 ：    ～  ：  

裏面も必ずご覧ください。

　　月　　日(　)

　　月　　日(　)

投函日

和室

小集会室

／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国立市公民館

公民館からのお知らせは、ホームページにも掲載しています。
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―この「公民館だより」は再生紙を使用しています―

と
あ
る
火
曜
日
の
夕
方
、
韓
国
語
を

学
ぶ
サ
ー
ク
ル
「
国
際
文
化
交
流
会
」

の
取
材
に
来
た
私
。
な
り
ゆ
き
で
学
習

者
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
に
。

♪
コ
ム
セ
マ
リ
ガ　

ハ
ン
ジ
ベ　

イ
ッ

ソ
♪軽

快
な
音
楽
が
流
れ
出
す
。
３
匹
の

熊
を
題
材
に
し
た
韓
国
の
童
謡
だ
そ
う

だ
。
意
味
を
取
ろ
う
と
集
中
す
る
会
員

た
ち
の
真
似
を
し
て
、
私
も
神
経
を
研

ぎ
澄
ま
す
。

♪
ア
ッ
パ
ゴ
ム
ン　
　

ト
ゥ
ン
ト
ゥ
ン

へ
♪不

思
議
だ
。「
パ
」
と
か
「
ト
ゥ
」

と
か
、
日
本
語
に
も
あ
る
け
れ
ど
あ
ま

り
使
わ
な
い
発
音
が
い
っ
ぱ
い
並
ん
で

い
る
感
じ
。
カ
タ
カ
ナ
に
聞
こ
え
る
の

に
、そ
れ
が
「
意
味
」
で
は
な
く
「
音
」

の
羅
列
と
し
て
耳
を
流
れ
て
い
く
の
は
、

な
ん
と
も
奇
妙
で
も
ど
か
し
い
。

曲
が
終
わ
り
、
参
加
者
が
歌
詞
を
和

訳
し
て
い
く
。
こ
の
日
は
、
講
師
一
人

会
員
二
人
と
い
う
少
人
数
だ
か
ら
か
、

講
師
の
快
活
な
フ
ォ
ロ
ー
の
お
か
げ
か
、

自
信
が
な
く
て
も
と
り
あ
え
ず
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
て
み
よ
う
と
思
え
る
よ
う
な
雰

囲
気
が
あ
っ
た
。
講
師
―
パ
ク
・
サ
ン

ス
ク
さ
ん
は
日
本
語
が
ペ
ラ
ペ
ラ
で
、

教
え
る
の
も
ベ
テ
ラ
ン
だ
。
加
え
て
知

識
が
幅
広
い
。
参
加
者
の
興
味
か
ら
話

を
広
げ
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
関
連
付

け
て
教
え
て
く
れ
る
。
似
て
い
る
単
語
、

反
対
の
意
味
の
単
語
、
微
妙
な
発
音
の

違
い
で
全
然
違
う
意
味
に
な
っ
て
し
ま

う
単
語
…
繋
が
っ
て
い
く
の
が
楽
し
い
。

そ
こ
に
パ
ク
さ
ん
の
生
き
た
体
験
談
が

加
わ
る
。
韓
国
語
を
通
し
て
「
韓
国
」

へ
と
興
味
が
広
が
っ
て
い
く
。
あ
っ
と

い
う
間
の
２
時
間
だ
っ
た
。

帰
り
道
、
ふ
と
目
を
閉
じ
て
、
さ
っ

き
勉
強
し
た
ば
か
り
の
曲
の
歌
詞
を
思

い
出
す
。

♪
ヒ
ッ
チ
ュ
ク
ヒ
ッ
チ
ュ
ク　

ジ
ャ
ラ

ン
ダ
♪

（
♪
ニ
ヤ
リ
ニ
ヤ
リ　

よ
く
で
き
ま
し

た
♪
）

「
音
」
が
「
言
葉
」
に
変
わ
る
瞬
間

の
感
動
。
語
学
学
習
の
醍
醐
味
。
こ
れ

は
楽
し
い
！

日
時　

毎
週
火
曜
日　

夜
６
時
～
８
時

場
所　

公
民
館

連
絡
先　

池
田　

０９０
（
１７７９
）
２
３
２
６

�

〈
文
・
写
真　

大
久
保　

芽
衣
〉

〈
サ
ー
ク
ル
訪
問
３
７
５
〉

国
際
文
化
交
流
会

フ
ォ
ト
サ
ー
ク
ル
く
に
た
ち

写
真
を
楽
し
み
た
い
方
、
も
う
少
し

上
手
く
撮
り
た
い
方
、
一
緒
に
活
動
し

て
み
ま
せ
ん
か
？
活
動
を
通
し
て
、
会

員
相
互
の
親
睦
を
図
っ
て
い
る
デ
ジ
カ

メ
初
心
者
の
サ
ー
ク
ル
で
す
。

日
時　

毎
月
第
２
木
曜
日

場
所　

富
士
見
台
二
丁
目
集
会
所
他

連
絡
先　

甫ほ

守も
り

０４２
（
５０８
）
８
１
０
１

ス
ポ
ー
ツ
ウ
エ
ル
ネ
ス
吹
矢
！

吹
矢
を
通
じ
て
ゲ
ー
ム
感
覚
で
健
康

の
維
持
、
増
進
を
体
感
し
ま
せ
ん
か
。

ど
な
た
で
も
始
め
ら
れ
、
心
肺
機
能
の

向
上
に
役
立
ち
、
精
神
的
に
も
強
く
成

り
、
仲
間
と
一
緒
に
。
無
料
体
験
会
有
。

日
時　

不
定
期
で
す
が
、
昼
間
時
間

場
所　

公
民
館
、
く
に
た
ち
福
祉
会
館

連
絡
先　

坂
井
０９０
（
２４４９
）
９
１
７
５

数
学
を
楽
し
む
集
い
（
１
月
期
）

五
種
類
し
か
な
い
正
多
面
体
の
性
質

や
そ
の
体
積
の
求
め
方
の
お
話
を
し
ま

す
。
数
学
に
関
し
意
外
な
事
実
が
分
か

り
ま
す
。
ど
な
た
で
も
気
軽
に
お
越
し

く
だ
さ
い
。
参
加
の
方
は
、
お
電
話
を
。

日
時　

１
月
７
日
㈯
１４
日
㈯
昼
１
時
～

場
所　

公
民
館　

集
会
室

連
絡
先　

山
本
（
５７２
）
１
０
２
８

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
楽
し
む
会

ア
メ
リ
カ
の
大
企
業
で
も
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
る
瞑
想
法
。
ア
ス
リ
ー
ト
や

受
験
生
の
集
中
力
ア
ッ
プ
、
自
立
神
経

の
安
定
等
効
果
が
あ
り
ま
す
。
お
気
軽

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
参
加
費
無
料
。

日
時　

１
月
１５
日
㈰
朝
１０
時
半
～
１２
時

場
所　

公
民
館　

講
座
室

連
絡
先　

酒
井
０８０
（
５８８０
）
３
０
９
５

く
に
た
ち
国
際
友
好
会
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｇ

１
月
の
国
際
理
解
講
座
は
、
Ｗ
Ｉ
Ｎ

Ｇ
代
表
の
西
江
勇
二
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の

も
と
脱
炭
素
化
と
デ
ジ
タ
ル
化
で
持
続

可
能
性
を
目
指
す
世
界
の
鉄
道
の
お
話

を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
要
事
前
登
録
。

日
時　

１
月
２８
日
㈯
夜
７
時
～
９
時

場
所　

公
民
館　

集
会
室
＆
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ

連
絡
先　

西
江
０７０
（
９０２０
）
７
８
３
８

寝
耳
に
水
！
マ
イ
ナ
健
康
保
険
証

今
の
健
康
保
険
証
が
使
え
な
く
な
り
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
一
体
化
さ
れ

る
と
い
う
大
問
題
に
つ
い
て
、
緊
急
学

習
会
を
し
ま
す
。
ス
ペ
ー
ス
Ｆ
主
催
。

講
師
は
原
田
富
弘
さ
ん
。
要
予
約
で
す
。

日
時　

１
月
１５
日
㈰
昼
１
時
半
～
４
時

場
所　

公
民
館　

講
座
室

連
絡
先　

事
務
局
０４２
（
５０５
）
４
４
１
４

ク
ラ
シ
ッ
ク
ギ
タ
ー
入
門
無
料
講
座

始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。
ギ
タ
ー
一
式

・
教
本
を
用
意
し
ま
す
。
く
に
た
ち
ギ

タ
ー
ク
ラ
シ
カ
主
催
。
講
師
は
三
人
の

ギ
タ
リ
ス
ト
に
師
事
し
た
会
員
。
３
～

５
月
全
６
回
。
若
干
名
募
集
。

日
時　

第
２
・
４
金
曜
日
朝
１０
～
１２
時

場
所　

富
士
見
台
二
丁
目
集
会
所
な
ど

連
絡
先　

こ
み
や
０９０
（
４０２７
）
６
９
７
４

ひ
ろ
ば

１４日（土）昼　映画『ゆめパのじかん』上映会＆講演会
２２日（日）朝　図書室のつどい『東京の古墳を探る』
２２日（日）昼　C

シ ネ ボ ッ ク ス

INEBOX『男はつらいよ　噂の寅次郎』
２９日（日）朝　親子で遊ぼう・考えよう
２月４日（土）昼～　文化・芸術「日本全国和菓子の旅」
７日（火）朝～　キミ子方式水彩画展
１２日（日）昼～　多文化共生「魅惑の南インド」

今月の公民館（１月～２月）

公民館の状況▲公民館　☎（５７２）５１４１

講座の開催状況などに変更があった場合は、公民
館入り口付近への掲示や、ホームページでお知ら
せいたします。ご不明の点はお問合せください。

１月３１日（火）から２月2日（木）まで本の点検・整
理のため休室します。＊新聞は、朝９時～夕
方５時の間、２階事務室前で閲覧できます。

公民館図書室休室のおしらせ公民館図書室休室のおしらせ

パクさん（中央）後ろのホワイトボ
ードにも今日の学びがぎっしり


