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「くにたち公民館だより」
デジタルブック

２
０
０
６
（
平
成
18
）
年
に
「
子
ど

も
の
世
界　

親
の
世
界
」
と
題
し
て
始

ま
り
、
毎
回
好
評
の
親
子
講
座
「
親
子

で
遊
ぼ
う
・
考
え
よ
う
」。
親
子
で
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
体
験
す
る
講
座
で
、

現
在
は
二
ヶ
月
に
一
回
の
ペ
ー
ス
で
開

催
し
て
い
ま
す
。

大
量
の
新
聞
紙
で
作
っ
た
大
き
な
ド

ー
ム
で
遊
ん
だ
り
、
三
千
個
ほ
ど
の
紙

コ
ッ
プ
を
会
場
い
っ
ぱ
い
に
広
げ
て
秘

密
基
地
を
作
っ
た
り
…
…
。
家
で
は
な

か
な
か
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
を
子
ど

も
た
ち
は
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

遊
ぶ
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
た
ち
の

学
び
に
な
る
よ
う
な
、
工
夫
も
あ
り
ま

す
。
大
き
な
新
聞
紙
ド
ー
ム
を
膨
ら
ま

せ
た
と
き
は
「
こ
れ
は
風
力
と
い
う
ん

だ
よ
」と
説
明
を
し
、目
で
見
て
感
じ
て

も
ら
い
ま
す
。
紙
コ
ッ
プ
で
思
い
き
り

遊
ぶ
と
き
は
、「
紙
コ
ッ
プ
を
踏
ま
な
い
、

投
げ
な
い
を
守
っ
て
ね
」と
、皆
が
楽
し

く
遊
べ
る
よ
う
に
ル
ー
ル
を
設
け
ま
す
。

参
加
者
の
方
か
ら
は
、「
声
を
か
け

て
あ
げ
な
く
て
も
、
自
ら
進
ん
で
ア
イ

デ
ア
を
出
し
て
遊
ん
で
い
る
子
ど
も
の

姿
が
見
ら
れ
て
よ
か
っ
た
」「
平
日
は
仕

事
で
遊
ん
で
あ
げ
ら
れ
な
い
の
で
、
親

子
で
遊
び
学
べ
る
機
会
が
あ
っ
て
よ
か

っ
た
」
と
い
っ
た
声
が
寄
せ
ら
れ
て
お

り
、
保
護
者
に
と
っ
て
も
気
づ
き
、
楽

し
み
の
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。

本
講
座
に
参
加
し
て
、
子
ど
も
と
一

緒
に
体
験
し
な
が
ら
新
し
い
発
見
を
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

〈特集：親子講座案内〉〈特集：親子講座案内〉

思いきり遊ぶ子どもとともに
親も学べる講座です！

講　師　山田　修平�
（NPO法人東京学芸大こども未来研究所）

科学遊びと運動遊びを忍者の世界観で楽しみます。
静電気や磁石、紫外線など不思議な科学の力を使っ
て忍者の修行をクリアしよう！

とき　１月２６日（日）第1回：朝10時～11時
　　　第2回：昼11時15分～12時15分

ところ　公民館　地下ホール
持ち物　�T シャツ（かぶって頭巾にします。一人一

枚お持ちください。）、飲み物
対象・定員　�子ども（４歳から小学生）と保護者各回

12組（家族単位です）�
※応募者多数の場合抽選

申込先　�１月1５日（水）夜９時までの間に、
ホームページより申込

忍者になりきり！

次回の「親子で遊ぼう・考えよう」は……次回の「親子で遊ぼう・考えよう」は……

科学を使った忍術で忍者あそび

迎春
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自分自身の世界を読み取り、歴史をつづる権利であり、

■
答
申
の
背
景

公
民
館
で
は
、
公
民
館
運
営
審
議
会

（
以
下
、
公
運
審
）
の
委
員
1５
人
が
毎

月
定
例
会
を
開
催
し
、
公
民
館
の
事
業

な
ど
に
つ
い
て
調
査
・
審
議
す
る
と
と

も
に
、
公
民
館
長
の
諮
問
機
関
と
し
て

諮
問
を
受
け
て
答
申
を
作
成
し
た
り
、

市
民
の
意
見
を
届
け
た
り
し
て
い
ま
す
。

第
３４
期
（
２
０
２
２
年
11
月
～
２
０

２
４
年
1０
月
）
の
公
運
審
は
、
公
民
館

長
よ
り「
公
民
館
の
運
営
や
事
業
に『
市

民
の
声
』
を
活
か
し
て
い
く
た
め
の
方

法
や
工
夫
に
つ
い
て
」、
２
０
２
２
年

６
月
に
諮
問
を
受
け
ま
し
た
。
諮
問
理

由
に
は
、「
公
民
館
の
施
設
運
営
や
事

業
立
案
に
あ
た
り
、『
市
民
の
声
』
を

幅
広
く
聴
き
、
多
様
な
手
段
で
意
見
交

換
な
ど
の
対
話
を
積
み
重
ね
、
市
民
の

生
活
の
充
実
に
資
す
る
学
び
の
場
を
保

障
し
続
け
る
こ
と
は
、
公
民
館
の
基
本

課
題
」
で
あ
り
、
国
立
市
公
民
館
で
は
、

「
開
館
以
来『
民
主
的
な
運
営
を
図
る
』

（
公
民
館
条
例
第
５
条
）
こ
と
を
目
的

に
公
民
館
運
営
審
議
会
を
常
設
し
、
他

市
と
比
較
し
て
も
活
発
な
活
動
を
展
開

し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い

ま
す
。

他
方
、「
公
運
審
委
員
の
み
で
多
様

な
『
市
民
の
声
』
を
拾
い
上
げ
、
そ
れ

ら
を
公
民
館
運
営
に
活
か
し
て
い
く
に

は
限
界
が
あ
る
」
と
も
指
摘
し
て
お
り
、

「
今
日
、
一
層
公
民
館
の
運
営
に
多
様

な
『
市
民
の
声
』
を
活
か
す
た
め
に
考

え
る
べ
き
事
柄
」
の
検
討
を
公
運
審
に

求
め
て
い
ま
す
。

■
答
申
の
検
討
経
過

こ
う
し
た
諮
問
を
受
け
て
、
公
運
審

で
は
、「
市
民
の
声
」
と
い
う
時
の
「
市

民
と
は
誰
な
の
か
」、
あ
る
い
は
「
公

民
館
は
な
に
を
目
指
す
の
か
」
と
い
う

前
提
に
つ
い
て
議
論
を
重
ね
な
が
ら
、

現
在
公
民
館
を
利
用
す
る
市
民
（
主
に

講
座
参
加
者
・
施
設
利
用
者
）
と
、
今

は
公
民
館
を
利
用
し
て
い
な
い
市
民
、

双
方
の
「
声
」
を
聴
き
、
運
営
に
活
か

す
方
法
や
工
夫
を
探
る
こ
と
を
目
指
し

ま
し
た
。

具
体
的
に
は
、
講
座
参
加
者
ア
ン
ケ

ー
ト
な
ど
、
既
存
の
「
市
民
の
声
」
を

聴
く
手
段
が
充
分
に
機
能
し
て
い
る
か

検
証
す
る
「
ア
ン
ケ
ー
ト
班
」
と
、
公

民
館
を
積
極
的
に
は
利
用
し
て
い
な
い

市
民
か
ら
公
民
館
に
対
す
る
「
声
」
を

聴
く
た
め
に
何
が
必
要
か
検
討
す
る
た

め
、
こ
ち
ら
か
ら
出
向
き
話
し
を
聴
く

「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
班
」
に
分
か
れ
活
動

第３４期　公民館運営審議会答申

「公民館の運営や事業に『市民の声』を活かしていくための

方法や工夫について」の紹介と〈社会教育学習会〉のご案内

今回は、第３４期（2０22年11月～2０2４年1０月）公民館運営審議会が、2０2４（令和６）年1０月に公民館長へ提
出した答申の内容をご紹介します。
併せて２月1４日に開催する本答申をテーマにした社会教育学習会をご案内します。

↑答申本文等は公民館のホー
ムページから読むことができ
ます。希望者には答申冊子を無
償頒布します。

報　　告　木島　香織（第３４期公運審委員長）ほか�
助 言 者　青山　鉄兵（第３４期公運審委員、文教大学）�
コーディネーター　長澤　成次

（第３４期公運委員、千葉大学名誉教授）

と　き　2月1４日（金）夜７時～９時
ところ　公民館　地下ホール
定　員　４０名（申込先着順）
申込先　１月９日（木）朝９時～
� �電話またはホームページ�

から申込
※この学習会は公民館運営審議会との共同企画です。

一人ひとりの「市民の声」は、公民館に届いているで
しょうか？公民館をまだ利用したことのない市民の声
は、どうしたら聴くことができるのでしょうか？
いつでも誰にでも開かれた学びの場として、公民館が
市民とともに歩み続けるため、さまざまな市民団体から
選出された市民等から構成される公民館運営審議会で
は、答申「公民館の運営や事業に『市民の声』を活かし
ていくための方法や工夫について」をまとめました。
今回は、この答申概要の報告と、答申作成にあたりイ
ンタビューに答えてくれた方をゲストに、改めて公民館
への思いや期待、答申の受け止めについてお話いただき
ます。参加者みんなで自由に語る意見交換も行いますの
で、ぜひお気軽にご参加ください。

みんなでつくる、みんなのための公民館みんなでつくる、みんなのための公民館
～～「「市民の声」をもっと届ける、活かすには？～市民の声」をもっと届ける、活かすには？～

第第３４３４期公民館運営審議会答申報告会期公民館運営審議会答申報告会

〈社会教育学習会〉〈社会教育学習会〉
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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、

２
．
講
座
参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト
の
工
夫

講
座
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
自
由
記
述

中
心
の
ア
ン
ケ
ー
ト
だ
け
で
は
な
く
、

選
択
肢
に
よ
る
回
答
項
目
を
増
や
す
な

ど
の
提
案
を
行
い
ま
し
た
。

３
．「
ふ
り
か
え
る
会
」
の
開
催
方
法

の
検
討

過
去
に
試
行
実
施
さ
れ
た
「
公
民
館

活
動
を
ふ
り
か
え
る
会
」
は
対
話
の
場

と
し
て
有
効
だ
っ
た
た
め
、
負
担
を
増

や
さ
ず
に
継
続
で
き
る
実
施
方
法
の
検

討
を
求
め
ま
し
た
。

４
．
様
々
な
主
体
と
の
学
び
を
深
め
る

連
携

市
民
の
生
活
課
題
に
寄
り
添
っ
た
事

業
の
展
開
に
向
け
て
、
福
祉
機
関
や
学

校
な
ど
を
は
じ
め
、
よ
り
多
様
な
主
体

と
の
積
極
的
な
連
携
の
提
案
を
し
ま
し

た
。

５
．
職
員
と
市
民
に
よ
る
対
話
的
な
関

係
づ
く
り

な
に
よ
り
も
、「
市
民
の
声
」
を
聴

く
た
め
に
、
職
員
と
市
民
の
対
話
を
促

し
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
の
「
市
民
の
声
」
を
聴
く

取
り
組
み
の
検
証
で
は
、
過
去
の
公
運

審
や
公
民
館
だ
よ
り
編
集
研
究
委
員
会

と
い
っ
た
市
民
参
加
制
度
の
仕
組
み
の

意
義
や
成
果
を
確
認
し
つ
つ
、
講
座
ア

ン
ケ
ー
ト
な
ど
の
課
題
整
理
を
行
い
ま

し
た
。

こ
れ
ま
で
日
常
生
活
で
公
民
館
と
関

わ
り
の
な
い
市
民
の
「
声
」
を
聴
く
、

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
試
行
で
は
、
年
齢
層

・
性
別
・
居
住
地
域
・
公
民
館
と
の
関

係
の
深
さ
な
ど
の
属
性
が
偏
ら
な
い
よ

う
に
考
慮
し
て
、
計
12
人
の
話
を
伺
い

ま
し
た
。
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
じ

て
、
市
民
の
生
活
の
な
か
に
あ
る
諸
課

題
と
学
習
の
関
係
、
ま
た
公
民
館
の
情

報
発
信
の
課
題
な
ど
が
浮
か
び
あ
が
り

ま
し
た
。

■
「
市
民
の
声
」
を
活
か
す
提
案

こ
う
し
た
答
申
の
検
討
経
過
を
踏
ま

え
、「
市
民
の
声
」
を
活
か
す
次
の
５

つ
の
提
案
を
行
い
ま
し
た
。

１
．
公
民
館
と
市
民
を
つ
な
ぐ「
広
報
」

の
多
様
化

よ
り
多
く
の
「
市
民
の
声
」
を
聴
く

た
め
に
は
、
公
民
館
の
活
動
の
情
報
が

市
民
に
届
く
必
要
が
あ
る
た
め
、「
公

民
館
だ
よ
り
」
に
加
え
て
、
広
報
の
デ

ジ
タ
ル
化
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
を
活
用
し
て
、

公
民
館
を
利
用
し
て
い
な
い
市
民
へ
の

遡
及
の
工
夫
を
指
摘
し
ま
し
た
。

進
す
る
場
づ
く
り
や
関
係
構
築
の
重
要

性
を
強
調
し
ま
し
た
。

ぜ
ひ
答
申
本
文
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

12
月
1０
日
（
火
）
第
３５
期
第
２
回
定

例
会
を
開
催
。
委
員
1４
名
、
館
長
、
職

員
４
名
出
席
。
傍
聴
人
２
名
。

前
回
議
事
録
確
認�

議
事
録
修
正
あ
り
。

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
、
社
会
教
育
学
習
会
担
当

委
員
よ
り
報
告
。

東
京
都
公
民
館
連
絡
協
議
会
よ
り
２

月
８
日
開
催
の
第
６1
回
東
京
都
公
民
館

研
究
大
会
の
案
内
。
委
員
の
出
欠
を
確

認
。
社
会
教
育
学
習
会
担
当
委
員
よ
り
、

検
討
中
の
次
回
学
習
会
の
内
容
を
紹
介
。

（
※
詳
細
は
右
記
案
内
を
参
照
の
こ
と
）

委
員
研
修

最
初
に
事
務
局
よ
り
、
公
民
館
・
公

運
審
に
関
連
す
る
法
令
を
説
明
。
次
に
、

学
識
の
長
澤
成
次
委
員
（
千
葉
大
学
名

誉
教
授
）
よ
り
「
公
民
館
運
営
審
議
会

の
歴
史
と
課
題
」
に
つ
い
て
の
お
話
。

事
務
局
に
加
え
、
研
修
と
し
て
職
員
２

名
も
参
加
。

審
議
事
項

○
議
事
録
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
。
今

後
は
要
旨
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す

る
こ
と
を
確
認
し
た
。

○
次
回
は
学
識
の
田
中
雅
文
委
員
（
日

本
女
子
大
学
名
誉
教
授
）
の
お
話
に
よ

る
委
員
研
修
と
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

次
回
１
月
1４
日
（
火
）
夜
７
時
1５
分

か
ら
講
座
室
。
傍
聴
歓
迎
。

�

（
野
口
）

公
民
館
運
営
審
議
会
報
告

公
民
館
運
営
審
議
会
報
告

答申を提出しました。
（左：木島委員長、右：清水館長）

国立市では、永年にわたり市政の振興や市民の福
祉向上のために、ボランティアで貢献されてきた方
の表彰を行っています。

「しょうがいしゃの社会参加
の促進としょうがいへの理解
啓発の向上に貢献された功績」
として、公民館１階で営業する
喫茶わいがやの運営母体であ
る市民団体「障害をこえてとも
に自立する会」が、令和６年度
の国立市市民表彰を受賞しま
した。
しょうがいのある・ないに関
わらず、地域でともに楽しみな

がら学びあおうと喫茶活動を続けて４４年。これから
も公民館で「わいわいがやがや」喫茶
店を運営していきますので、オープン
日のスケジュールをご確認の上、ぜひ
いらしてください。

喫茶わいがや（障害をこえてともに自立する会）
令和６年度国立市市民表彰を受賞しました！

市民祭（令和６年１１
月４日）の表彰式で
受賞する、現会長の
直江教明さん

オープン日はこちらのSNSで↑

同じく市民表彰を
受賞した創設期ス
タッフの北島多佳
子さん（左前列）と、
わいがやや公民館
のしょうがいしゃ
青年教室の仲間た
ちで記念撮影。

第
34
期
公
運
審
委
員
１5
名



個人的・集団的力量を発達させる権利である。

(4)第 号く に た ち 公 民 館 だ よ り年（令和 7年） 7792025 1月　日1 5

こ
の
２
年
、
編
集
研
究
委
員
と
し
て

「
公
民
館
だ
よ
り
」（
以
下「
だ
よ
り
」）

の
編
集
で
公
民
館
に
関
わ
っ
た
こ
と
で
、

発
見
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。「
だ
よ
り
」

の
特
徴
に
つ
い
て
語
り
、「
サ
ー
ク
ル

訪
問
」
の
取
材
や
執
筆
の
話
を
し
て
い

る
う
ち
に
、
自
分
た
ち
が
参
加
し
た
講

座
の
話
に
な
り
ま
し
た
。
改
め
て
気
づ

か
さ
れ
た
の
は
、
そ
こ
に
あ
る
い
わ
ゆ

る
「
国
立
ら
し
さ
」
で
し
た
。

「『
だ
よ
り
』
は
読
み
物
と
し
て
中
身

が
濃
い
と
思
い
ま
す
。
講
座
の
参
加
者

の
感
想
を
通
し
て
、
学
び
の
追
体
験
が

で
き
る
。
参
加
し
た
人
に
と
っ
て
み
れ

ば
振
り
返
り
に
な
る
し
、
参
加
し
て
な

い
人
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
新
し
い
発
見

に
な
っ
た
り
す
る
。
単
な
る
情
報
を
伝

え
る
だ
け
で
は
な
く
、
し
っ
か
り
と
学

び
を
市
民
に
伝
え
る
も
の
に
な
っ
て
い

ま
す
」

「
公
民
館
の
職
員
の
企
画
力
と
い
う

か
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
講
座
は
支
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

ま
た
『
サ
ー
ク
ル
訪
問
』
の
取
材
で
地

域
の
学
び
や
居
場
所
づ
く
り
に
熱
心
に

取
り
組
ん
で
い
る
多
く
の
皆
さ
ん
に
出

会
え
た
と
思
い
ま
す
」

「
憲
法
と
か
、
人
権
の
問
題
と
か
、

突
っ
込
ん
だ
議
論
が
で
き
る
よ
う
な
講

座
が
す
ご
く
あ
っ
て
、
本
当
に
国
立
市

公
民
館
な
ら
で
は
だ
な
あ
と
、
思
っ
て

い
ま
す
。
講
座
か
ら
サ
ー
ク
ル
が
で
き

て
、
そ
れ
が
脈
々
と
続
い
て
い
た
り
す

る
。
職
員
が
、
自
分
が
担
当
し
た
講
座

を
も
と
に
立
ち
上
げ
を
提
案
し
て
で
き

た
サ
ー
ク
ル
が
あ
る
な
ど
、
情
熱
が
他

と
は
違
う
と
思
っ
て
い
ま
す
」

「『
だ
よ
り
』
の
全
戸
配
布
。
自
治
体

に
よ
っ
て
は
市
（
区
）
報
が
全
戸
配
布

じ
ゃ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
っ
て
い
う
の

で
び
っ
く
り
し
ま
し
た
」

「
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
の
講
座
が
あ

り
、
講
師
も
充
実
し
て
い
る
。
市
民
の

参
加
の
熱
意
も
高
い
と
思
い
ま
す
。
い

ろ
ん
な
関
わ
り
方
で
、
市
民
が
公
民
館

を
作
っ
て
い
る
と
改
め
て
感
じ
ま
し
た
」

「
こ
の
２
年
間
で
一
番
感
じ
た
の
は
、

や
っ
ぱ
り
新
型
コ
ロ
ナ
の
こ
と
で
す
。

部
屋
の
人
数
が
制
限
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
撤
廃
さ
れ
、
ま
た
多
く
の
人
が
参

加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
コ
ロ
ナ
期

に
講
座
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
が
一
気
に
進

み
、
対
面
と
並
行
で
で
き
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
」

「
他
の
委
員
か
ら
、
こ
ん
な
講
座
に

参
加
し
た
っ
て
い
う
新
し
い
情
報
を
聞

く
と
、
市
民
に
影
響
を
た
く
さ
ん
与
え

て
い
る
活
動
だ
な
と
わ
か
っ
て
き
ま
し

た
。
国
立
は
街
並
み
が
き
れ
い
だ
と
か

落
ち
着
い
た
街
だ
と
か
言
わ
れ
ま
す
が
、

本
当
は
そ
う
い
う
隠
れ
た
す
て
き
な
と

こ
ろ
が
あ
る
の
を
知
っ
て
も
ら
っ
て
、

多
く
の
人
に
参
加
し
て
も
ら
え
る
と
い

い
」「

編
集
研
（
月
１
回
の
編
集
委
員
に

よ
る
定
例
会
）
で
印
象
に
残
っ
た
の
は
、

言
葉
へ
の
こ
だ
わ
り
で
す
。
関
東
大
震

災
の
記
事
で
、
朝
鮮
人
虐
殺
の
こ
と
を

『
追
い
詰
め
ら
れ
た
』
っ
て
い
う
表
現

は
ど
う
な
の
か
と
か
、『
紐
解
く
』
と

あ
る
の
は
（
本
来
は
）『
繙
く
』
だ
か

ら
ひ
ら
が
な
に
し
た
方
が
よ
か
っ
た
、

と
い
っ
た
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
」

「
用
語
の
こ
と
で
い
え
ば
、『
サ
ー
ク

ル
訪
問
』
の
本
文
で
、『
着
付
け
』
と

い
う
と
女
性
、
と
い
う
先
入
観
が
あ
っ

て
『
お
嬢
さ
ん
』
と
気
づ
か
ず
に
書
い

て
い
た
。
男
性
で
も
成
人
式
に
振
袖
を

着
た
人
が
い
る
っ
て
い
う
話
を
聞
い
て
、

気
を
付
け
た
ほ
う
が
い
い
な
と
思
い
ま

し
た
」

「
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
と
か
、
み
ん
な

で
話
し
合
う
よ
う
な
講
座
が
増
え
て
い

ま
す
。
聞
き
っ
放
し
で
は
な
く
、
会
話

を
す
る
こ
と
で
、
定
着
し
て
い
く
」

「『
７０
年
前
の
ナ
ト
コ
映
写
機
に
よ
る

映
画
上
映
会
』（
２
０
２
４
年
８
月
）も
、

み
ん
な
で
映
写
機
を
触
っ
た
り
し
て
、

い
つ
の
間
に
か
仲
間
意
識
が
持
て
た
。

こ
の
よ
う
な
機
会
が
あ
れ
ば
ま
た
行
き

た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
す
」

「『
人
権
月
間
』
企
画
（
２３
年
１１
月
か

ら
）
は
、
屠と

場じ
ょ
う

見
学
だ
け
で
は
な
く
、

映
画
『
あ
る
精
肉
店
の
は
な
し
』
が
あ

っ
て
、
そ
の
後
に
皮
革
製
品
・
皮
の
な

め
し
に
つ
い
て
の
講
座
が
あ
っ
た
。
見

学
に
行
く
人
は
さ
ら
に
事
前
学
習
会
を

受
け
た
上
で
、
現
地
に
行
く
。
短
期
間

で
今
ま
で
に
な
い
よ
う
な
形
で
学
べ
ま

し
た
」

「『
フ
ラ
ン
ス
菓
子
の
魅
惑
』（
２３
年

２
月
か
ら
３
回
）
で
、
お
菓
子
の
歴
史

の
話
、
そ
の
あ
と
実
際
に
エ
コ
ー
ル
辻

「
だ
よ
り
」で
見
つ
け
た
国
立
ら
し
さ

「
だ
よ
り
」で
見
つ
け
た
国
立
ら
し
さ

「
公
民
館
だ
よ
り
」
を
「
よ
り
市
民
に
親
し
ま
れ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
意

見
を
述
べ
る
」「
よ
り
良
く
す
る
た
め
に
調
査
研
究
す
る
」
こ
と
を
目
的
に
１

９
８
６
（
昭
和
６１
）
年
に
発
足
し
た
。
市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
５
名
、
公
民
館
運

営
審
議
会
委
員
３
名
、
公
民
館
職
員
２
名
で
構
成
さ
れ
る
。
月
１
回
の
編
集
研

（
定
例
会
）
で
、
既
刊
の
「
だ
よ
り
」
に
対
し
て
、
紙
面
全
般
、
公
民
館
事
業

の
取
り
上
げ
方
な
ど
に
つ
い
て
意
見
交
換
を
行
う
。
ま
た
コ
ラ
ム
「
サ
ー
ク
ル

訪
問
」
の
取
材
、
執
筆
も
担
当
す
る
。
任
期
は
２
年
。

【
公
民
館
だ
よ
り
編
集
研
究
委
員
会
】

〈第１９期「公民館だより編集研究委員会」から〉

学ぶ魅力　伝える「だより」に
国立市公民館が毎月発行する「公民館だより」。もっと市民に親しまれるものにするために、との目的で、市民
ボランティアなどによる「公民館だより編集研究委員会」が生まれてから約４０年が経ちます。第1９期の編集研究委
員が任期を終えるにあたり、委員全員による座談会を開き、この２年間を振り返りました。
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学習権とはあらゆる教育の手だてを得る権利であり、

東
京
（
当
時
は
国
立
市
内
に
あ
っ
た
が

現
在
は
閉
校
）
で
お
菓
子
を
作
り
ま
し

た
。
で
き
た
も
の
も
抜
群
に
お
い
し
く
、

満
足
度
が
高
か
っ
た
」

「
硬
軟
取
り
混
ぜ
て
、
人
権
の
講
座

も
あ
る
し
、
地
域
の
学
校
と
コ
ラ
ボ
し

た
講
座
も
あ
る
」

「
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
で
知
り
た
い
情
報

だ
け
を
耳
に
入
れ
る
こ
と
も
で
き
る
け

れ
ど
、
公
民
館
っ
て
い
ろ
ん
な
人
と
話

し
て
、
声
や
意
見
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
場
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
う
す
る
と
、

自
分
の
考
え
を
問
い
直
す
プ
ロ
セ
ス
が

生
ま
れ
る
。
そ
れ
が
大
事
な
こ
と
か
な

と
思
い
ま
し
た
」

「
公
民
館
が
や
る
意
味
っ
て
い
う
の

は
、
地
域
と
の
関
係
の
中
で
、
ど
う
い

う
学
び
を
作
っ
て
い
く
か
っ
て
い
う
こ

と
だ
と
思
う
ん
で
す
。
市
民
の
人
の
い

ろ
い
ろ
な
話
、
考
え
を
聞
く
こ
と
が
、

地
域
を
作
る
こ
と
の
一
つ
に
な
る
。
そ

う
い
う
と
こ
ろ
に
公
民
館
の
役
割
が
あ

る
の
か
と
思
い
ま
す
」

「『
だ
よ
り
』
で
講
座
参
加
者
の
声
を

読
む
と
興
味
を
そ
そ
ら
れ
、
次
は
参
加

し
た
い
と
思
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
や
は
り
公
民
館
は
、
ち
ょ
っ

と
堅
苦
し
い
、
敷
居
が
高
い
と
い
う
印

象
を
持
た
れ
る
の
も
事
実
で
、
実
際
に

足
を
運
ん
で
も
ら
う
に
は
、
ど
う
し
た

ら
い
い
か
が
課
題
で
す
ね
」

「
編
集
研
は
少
人
数
で
職
員
と
ひ
ざ

を
交
え
な
が
ら
、
市
民
と
し
て
の
意
見

や
感
想
を
話
し
合
え
る
場
と
い
う
こ
と

で
、
と
て
も
大
切
だ
と
思
い
ま
し
た
。

参
加
者
の
声
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る

『
だ
よ
り
』
を
も
と
に
、
講
座
内
容
を

話
し
合
う
の
は
自
然
な
流
れ
で
し
た
。

編
集
研
以
外
に
も
講
座
内
容
に
つ
い
て

意
見
交
換
す
る
場
が
あ
れ
ば
と
て
も
い

い
と
思
い
ま
す
」

「
紙
」も「
デ
ジ
タ
ル
」も
　
良
さ
を
活
か
し
て

「
紙
」も「
デ
ジ
タ
ル
」も
　
良
さ
を
活
か
し
て

月
に
１
回
、
紙
で
発
行
さ
れ
る
「
だ

よ
り
」。
新
聞
記
事
や
ニ
ュ
ー
ス
を
ネ

ッ
ト
の
サ
イ
ト
や
検
索
に
よ
っ
て
デ
ジ

タ
ル
機
器
で
読
む
、
と
い
っ
た
こ
と
が

当
た
り
前
に
な
っ
て
き
て
い
る
中
で
、

「
だ
よ
り
」
が
今
後
ど
う
な
っ
て
い
く

の
か
、
ど
う
あ
れ
ば
い
い
の
か
を
語
り

合
い
ま
し
た
。

「
今
ま
で
ず
っ
と
紙
ベ
ー
ス
で
作
っ

て
き
た
も
の
を
、
あ
る
日
突
然
デ
ジ
タ

ル
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
現
実
的
で
な

い
と
思
い
ま
す
。
将
来
的
に『
だ
よ
り
』

は
、Ｓ
Ｎ
Ｓ（
ネ
ッ
ト
交
流
サ
ー
ビ
ス
）

的
な
も
の
に
す
る
手
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。『
サ
ー
ク
ル
訪
問
』の
縮
刷
版（
集

約
版
）
を
ま
た
作
っ
て
も
い
い
か
も
。

こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
活
動
し
て
い
る
市

民
サ
ー
ク
ル
が
あ
る
っ
て
い
う
こ
と
が
、

国
立
の
一
つ
の
宝
に
な
っ
て
い
る
」

「
今
は
モ
ノ
ク
ロ
だ
が
カ
ラ
ー
ペ
ー

ジ
を
増
や
し
、
ペ
ー
ジ
数
を
毎
号
８
ペ

ー
ジ
に
で
き
る
と
い
い
」

「
カ
ラ
ー
だ
と
写
真
が
き
れ
い
だ
か

ら
引
き
込
ま
れ
、
そ
れ
で
中
の
ペ
ー
ジ

も
読
ん
で
み
よ
う
と
な
る
。
で
き
れ
ば

中
の
ペ
ー
ジ
も
カ
ラ
ー
に
な
る
と
い
い
」

「
公
民
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
一
新

さ
れ
た
か
ら
、
も
う
『
だ
よ
り
』
は
ネ

ッ
ト
に
融
合
さ
れ
て
い
く
の
か
と
思
っ

た
。
だ
け
ど
紙
に
残
し
て
お
く
と
時
代

の
空
気
感
と
か
歴
史
と
か
も
見
え
る
と

思
う
」

「
い
ろ
い
ろ
な
資
料
を
タ
ブ
レ
ッ
ト

で
見
る
人
も
い
る
け
れ
ど
、
私
は
プ
リ

ン
ト
す
る
タ
イ
プ
。
先
日
昔
の
雑
誌
と

か
マ
ン
ガ
を
整
理
し
た
と
き
に
、
今
は

も
う
デ
ジ
タ
ル
で
も
買
え
る
け
れ
ど
、

残
っ
て
い
れ
ば
あ
の
と
き
こ
ん
な
フ
ァ

ッ
シ
ョ
ン
が
好
き
だ
っ
た
と
か
、
こ
の

モ
デ
ル
さ
ん
好
き
だ
っ
た
な
と
か
、
思

い
返
せ
る
」

「
企
業
の
サ
ー
バ
ー
が
ダ
ウ
ン
し
た

と
か
聞
く
と
、
紙
で
残
っ
て
い
る
の
は

大
事
だ
と
思
う
。
あ
と
は
や
っ
ぱ
り
紙

面
の
カ
ラ
ー
化
。
ま
ず
は
手
に
取
っ
て
、

見
て
も
ら
え
る
よ
う
に
す
る
。
二
次
元

バ
ー
コ
ー
ド
で
ウ
ェ
ブ
に
飛
ぶ
と
か
、

講
座
情
報
を
Ｘ
（
旧
ツ
イ
ッ
タ
ー
）
で

発
信
す
る
と
か
。
市
外
か
ら
の
参
加
希

望
者
を
ど
う
す
る
か
な
ど
課
題
が
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ま
ず
は
や
っ
て

み
る
と
い
い
」

「
若
い
人
も
含
め
て
、
活
字
を
読
む

の
は
紙
で
と
い
う
人
は
多
く
、
紙
の
文

化
は
、
あ
と
１００
年
は
残
る
と
思
い
ま
す
。

編
集
研
で
紙
面
の
顔
写
真
の
向
き
に
つ

い
て
ま
で
、
し
っ
か
り
見
て
意
見
を
言

う
委
員
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
と
て
も
多
か

っ
た
。
見
や
す
い
紙
面
づ
く
り
を
追
求

し
て
い
く
こ
と
は
、
今
後
も
大
切
な
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
」

「
紙
で
残
す
に
し
て
も
、
ち
ょ
っ
と

活
字
が
小
さ
い
と
思
い
ま
す
。
少
し
ぐ

ら
い
情
報
量
が
減
っ
て
も
、
読
ま
れ
る

た
め
の
努
力
っ
て
い
う
の
は
、
絶
え
ず

し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
紙
で

出
す
な
ら
全
戸
配
布
は
必
要
で
す
。
全

戸
配
布
が
あ
る
か
ら
こ
そ
意
識
し
て
も

ら
え
る
。
ウ
ェ
ブ
化
し
た
ら
二
度
と
紙

に
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。

ウ
ェ
ブ
化
す
る
な
ら
、
検
索
に
耐
え
ら

れ
る
よ
う
な
も
の
に
す
る
べ
き
で
す
」

「
講
師
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
と
か
、

講
座
を
振
り
返
る
座
談
会
を
行
う
と
か
、

参
加
者
と
講
師
と
職
員
に
よ
る
講
座
を

振
り
返
る
み
た
い
な
紙
面
が
、
余
裕
が

あ
れ
ば
あ
っ
て
ほ
し
い
」

「『
だ
よ
り
』
の
欄
外
に
毎
号
ユ
ネ
ス

コ
の
『
学
習
権
宣
言
』
が
載
っ
て
い
ま

す
。
な
ぜ
こ
れ
が
載
っ
て
い
る
の
か
、

学
習
権
宣
言
っ
て
何
と
か
、
親
し
み
が

持
て
る
よ
う
な
解
説
を
す
る
機
会
が
あ

る
と
い
い
で
す
。
そ
う
す
る
と
も
っ
と

公
民
館
の
役
割
が
見
え
て
く
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
」

第
1９
期
公
民
館
だ
よ
り
編
集
研
究
委
員

（
左
か
ら
）

高
木
裕
子
、幸
島
裕
子
、池
田
祐
子
（
副

委
員
長
）、
鴇
田
美
緒
（
委
員
長
）、
中

井
一
人（
副
委
員
長
）、森
本
彩
里
紗（
令

和
５
年
12
月
か
ら
）、
西
尾
万
樹
、
小

林
栄
子

※
大
久
保
芽
衣（
令
和
５
年
11
月
ま
で
）
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https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kurashi/shisetsu/3/11114.html

講　師　金井　郁
かおる

（埼玉大学）

「労働」という言葉から皆さんは何を思い浮かべます
か？　やはり賃金を得られる仕事を思い浮かべる方が多い
のではないでしょうか。けれども私達が生きていくには、
世帯や地域のなかで賃金の払われない育児や介護、家事な
どのケア的な仕事も必要であり、両方があって生活は成り
立ちます。
しかし、ジェンダー規範（※）のもと、男性は前者、女
性は後者を引き受けることが当然とされてきた流れのなか
で、経済面における男女格差は今も解消されていません。
2０2４年の世界経済フォーラムによる日本の「ジェンダーギ
ャップ指数」は世界1４６ヵ国中118位。経済面は12０位でした。
今回の講座では、「アンペイドワーク（無償労働）≒ケ
アワーク」にも着目し、誰もが誰かをケアし、誰かにケア
される存在であること、ケアが必要な人やケアを提供する
人を支えていく社会の在り方について一緒に考えてみよう
と思います。
※ジェンダー規範とは…性別に基づいて社会的・文化的に
つくられた、あるべき姿や行動、考え、期待のこと。

と　き　2月2日（日）昼2時～４時
ところ　公民館　３階講座室
定　員　３０名（申込先着順）
申込先　１月９日（木）朝９時～

電話またはホームページより申込

お　話　間
ま

部
べ

香
か

代
よ

（作家）

誰もが身近に見て触れる「切手」。
デザインの美しさや愛らしさに心震わせ、貼ることを惜

しんだり、また、送る相手を想いながらデザインを選んだ
り。そうした経験はありませんか。
そんな切手をデザインするのは、日本郵便の社員の方た

ちで、現在たった８人。８人で年間約４０種類の切手やシー
トのデザインをしているそうです。
著者の間部さんは８人全員に丁寧な取材を重ねられ、デ

ザイナーたちそれぞれの切手への想い、デザインにかける
想い、そして仕事への想いを聴き取り、余すところなく本
書に紡がれています。
間部さんが取材で聴き取られたデザイナーたちの様々な

想いと共に、間部さんご自身の切手への想いや仕事への想
いを聴いてみませんか。

〈間部さんの本〉
表題作、『銀座　伊東屋の仕事』（いずれもグラフィック
社）、『よろしくパンダ広告社』（Gakken）など

と　き　2月2日（日）昼2時～４時
ところ　公民館　地下ホール
定　員　７０名（申込先着順）
申込先　１月1６日（木）朝９時～

電話またはホームページより申込

講　師　森
もり

谷
や

　美保（美術史家）

いまからおよそ1００年前、思想家の柳宗悦は人々が暮ら
しのなかで紡いできた手仕事のなかに美を見出し、「民衆
的工芸＝民藝」の考えを唱えました。
著名な作家による美術品や鑑賞用の工芸品に重きが置か

れていた時代にあって、柳宗悦が目を向けたもの、いまに
つながる価値や魅力とは何でしょうか。今回は、全国巡回
中の『民藝MINGEI―美は暮らしのなかにある』展の監
修など数多くの民藝展を手がけた森谷さんに伺います。
第１回は、柳宗悦の民藝運動を中心に、民藝とは何かを

お話いただきます。第２回は、さまざまな民藝の写真をス
ライドで見ながら、「用の美」をひもといていただきます。

と　き　第1回「柳宗悦と民藝運動～民藝とは何か～」
2月15日（土）朝10時～12時

� 第2回「これぞ〈民藝〉のモノ」
� 2月22日（土）朝10時～12時
ところ　公民館　３階講座室
定　員　３０名（申込先着順）
申込先　１月1０日（金）朝９時～

電話またはホームページより申込

『切手デザイナーの仕事』
～取材から紡いだ８人８様の想い～

〈図書室のつどい〉〈図書室のつどい〉
「ペイドワーク（有償労働）」と「ペイドワーク（有償労働）」と

「アンペイドワーク（無償労働）」から考える経済学「アンペイドワーク（無償労働）」から考える経済学

〈ジェンダー講座〉〈ジェンダー講座〉

講　師　大野　亮司（亜細亜大学・日本近代文学）

年に８回、日本の文学作品を読む講
座を行っています。今回は最終回。第
1６３回直木賞受賞作『少年と犬』を取
り上げます。皆様はどうお読みになる
でしょうか。講座では、課題図書の感
想を全員で共有し、その後、講師の方
から解説をしていただきます。
他の回に出席された方はもちろん、
今回だけのご参加も大歓迎です。

と　き　1月９日（木）夜７時３0分～９時３0分
ところ　公民館　３階講座室
� ※昨年度と部屋が変わります。
定　員　３０名（申込先着順）
申込先　電話またはホームページより申込

年間予定など、詳しくはホームページをご確
認ください。

馳馳
はせはせ

星星
せいせい

周周
しゅうしゅう

『少年と犬』『少年と犬』（文春文庫）（文春文庫）

〈くにたちブッククラブ〉〈くにたちブッククラブ〉
―たしかにそこにいた「わたし」のこと――たしかにそこにいた「わたし」のこと―

「民藝」への招待「民藝」への招待
〈文化・芸術講座〉〈文化・芸術講座〉

――柳柳
やなぎやなぎ

宗宗
む ねむ ね

悦悦
よ しよ し

が提唱した民藝の魅力―が提唱した民藝の魅力―

『少年と犬』馳星周著 文春文庫



(7) 公民館主催講座の申込先・お問合せ先　公民館☎042-572-5141

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。

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、京マチ子、壇ふみ、
　　　浦辺粂子、前田吟、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！」毎度おなじみ《フーテンの寅さん》の恋と
笑いと人情のシリーズ第18作。今回のマドンナは、日本映
画黄金時代を象徴する大女優の一人であった名優・京マチ
子。『羅生門』『雨月物語』などで見せた鬼気迫る美しさと
はひと味もふた味も違う美しさを見せてくれます。
今回はちょっぴり涙多めです。

と　き　1月2６日（日）昼2時～（開場昼1時３0分）
ところ　公民館　地下ホール　　定　員　７０名（申込先着順）
申込先　１月1４日（火）朝９時～
　　　　電話またはホームページより申込
＊事前申し込み制となっています。必ず電
話、窓口、ホームページのいずれかの方法
にて事前にお申し込みください。

＊バリアフリー版（日本語字幕付き）の上映です。ご了承
ください。

ー３月分（ロビー４月分）の
　会場調整会のお知らせー

申込書のポスト
投入期間

12月2８日（土）
～1月2３日（木）

公用使用の
貼り出し

1月1４日（火）
（11日以降の休館日を除く
最初の平日）

予約の重なりのあった
団体の掲示開始日
（国立市HPにも掲載）

1月25日（土）

会場調整会 2月1日（土）朝10時～

▶重なり状況

※会場調整会当日は朝10時までに受付してください。

〈〈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　１９７６年　カラー１０４分　※ＤＶＤ版松竹　１９７６年　カラー１０４分　※ＤＶＤ版
『男はつらいよ　寅次郎純情詩集』『男はつらいよ　寅次郎純情詩集』

下記のとおり改修工事を実施いたします。
①地下１階女性用トイレ
� 2025年1月2８日（火）～2月1８日（火）
②３階男性用トイレ
� 2025年2月４日（火）～2月９日（日）
これに伴い、上記期間中はそれぞれのトイレがご利

用いただけません。詳細につきましては別途館内掲示
にてお知らせします。開館を維持しながら工事を行う
ため、ご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解をお
願いします。

公民館トイレ改修工事のお知らせ公民館トイレ改修工事のお知らせ
「もう読まない本だけど、捨てるのはちょっと……。」そ
んな本がご自宅にありませんか。読み終えた本を次に読み
たい人のために置くことができる、さらに誰かが置いた本
を持ち帰ることもできる「まちじゅう本棚」を市内公共施
設４カ所に設置します。
あなたが手に取った本の先には、その本を置いた誰かの
存在があり、また、自分が今まで目に留めなかったような
本との出会いもあるかも。
１月2３日～３1日まで、市内の図書館が全館休館となりま
す。いつも図書館をご利用の方は、ぜひこの機会に別の場
所へ本との出会いを探しに行ってみてください。
と　き　1月2３日（木）～2月1９日（水）
ところ　�旧国立駅舎広間、市役所１階総合窓口前、�

公民館１階市民交流ロビー（「喫茶わいがや」横）、�
郷土文化館地下１階ピロティ

＊関連イベントも開催します！（ご自由においでください）
〇�「こぎつねの会」による作品の朗読＆「絵本で歌おう『は
らぺこあおむし』」東立川幼稚園ママのコーラスサークル
と　き　1月25日（土）昼2時～３時３0分
ところ　旧国立駅舎広間
〇�「絵本の読み聞かせ」くにたち中央図書館絵本の読み聞
かせボランティア＆折り紙で自分だけのしおり作り
と　き　1月2６日（日）昼2～４時
ところ　公民館１階市民交流ロビー
※詳細は「市報くにたち」１月2０日号をご覧ください。
※この取り組みは、社会教育関連の１課３館連携事業です。

くにたち図書館・公民館図書室は、上記の期間、分
館・分室を含む全館を休館します。休館期間中は図書
館ホームページを休止しますので、Web サービスの
ご提供もできません。
新聞は、上記期間中のみ朝９時～夕５時の

間、公民館１階ロビーで閲覧できます。その
他詳細は、ホームページをご覧ください。
ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

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
1月1月2３2３日（木）から日（木）から３1３1日（金）まで日（金）まで
システム更新のため休室します。システム更新のため休室します。

「まちじゅう本棚」はじめます。「まちじゅう本棚」はじめます。
～私の本をいま読みたいと思う誰かへ、～私の本をいま読みたいと思う誰かへ、
いま読みたい本が私のもとへ～いま読みたい本が私のもとへ～

本のリサイクル交換ができる本棚を設置します本のリサイクル交換ができる本棚を設置します
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―この「公民館だより」は再生紙を使用しています―

１月７日（火）夜～　日本語教育入門
９日（木）夜　ブッククラブ　馳星周『少年と犬』
９日（木）夜　図書室のつどい「子どもたちの『体験格差』」
１２日（日）夕　�「国立天文台望遠鏡キットで冬の星空を観察しよ

う！」
２５日（土）昼～　�一橋連携講座「日本統治期台湾文化史に見る台

湾人の足跡」
２５日（土）昼　図書室のつどい「不登校クエスト」
２６日（日）朝　�親子で遊ぼう・考えよう「科学を使った忍術で忍

者あそび」
２６日（日）朝～　�共生社会のマナビ�

� 「暮らしのてしごとワークショップ」
２６日（日）昼　C

シ ネ ボ ッ ク ス

INEVOX『男はつらいよ　寅次郎純情詩集』
２月２日（日）昼　図書室のつどい「切手デザイナーの仕事」
２日（日）昼　ジェンダー講座�
「『ペイドワーク（有償労働）』と�
� 『アンペイドワーク（無償労働）』から考える経済学」
１５日（土）朝～　文化・芸術講座「『民藝』への招待」

　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
らせします。ご不明の点はお問合せください。
公民館　☎０４２（５７２）５１４１

今月の公民館（１月～２月前半）

「
い
ち
、
に
い
、
さ
ん
、
し
！
」
ド
ン
、

ド
ン
、
ド
ン
！　

体
操
が
始
ま
る
と
、

大
き
な
掛
け
声
と
足
で
床
を
踏
み
鳴
ら

す
力
強
い
音
が
響
い
た
。

「
ふ
れ
あ
い
体
操
」
は
誕
生
し
て
2０

余
年
に
な
る
サ
ー
ク
ル
だ
。
指
導
す
る

北
川
み
ど
り
さ
ん
は
病
院
の
管
理
栄
養

士
の
仕
事
を
す
る
中
で
運
動
の
大
切
さ

を
痛
感
し
、
健
康
運
動
指
導
士
の
資
格

を
取
得
。講
師
を
し
た
公
民
館
講
座「
高

齢
者
の
体
操
」
終
了
後
に
、
受
講
者
有

志
が
こ
の
会
を
立
ち
上
げ
た
。

現
在
メ
ン
バ
ー
は
８
人
。
６０
代
か
ら

９０
代
ま
で
が
毎
週
集
ま
る
。
最
初
は
椅

子
に
座
っ
た
ま
ま
で
足
を
上
げ
た
り
、

軽
い
腹
筋
を
し
た
り
。
立
ち
上
が
っ
て

椅
子
の
背
を
持
っ
て
の
ス
ク
ワ
ッ
ト
ま

で
、
声
を
出
し
て
数
を
数
え
な
が
ら
の

「
貯
筋
運
動
」
だ
。
フ
レ
イ
ル
予
防
に

効
果
的
で
、
続
け
る
こ
と
が
大
切
だ
と

い
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
体
力
に

合
わ
せ
て
無
理
せ
ず
マ
イ
ペ
ー
ス
で
。

次
に
リ
ハ
ビ
リ
用
の
ボ
ー
ル
や
ゴ
ム

製
の
「
セ
ラ
バ
ン
ド
」
を
使
っ
て
の
運

動
。
今
度
は
「
１
、
２
、
３
」
の
掛
け

声
で
は
な
く
、「
３
、
６
、
９
」
と
３

の
倍
数
を
３０
ま
で
、
６
、
７
の
倍
数
と

続
き
、
最
後
は
７０
か
ら
７
ず
つ
引
き
な

が
ら
の
運
動
と
、
脳
ト
レ
も
加
わ
る
。

毎
週
は
大
変
で
は
？　

「
毎
週
体
を

動
か
す
と
、
や
っ
ぱ
り
違
い
ま
す
よ
。

家
で
も
や
っ
て
い
ま
す
」
と
、
代
表
の

高
橋
敏
子
さ
ん
。昨
夏
の
猛
暑
で
も「
皆

さ
ん
が
集
ま
る
の
で
休
め
ま
せ
ん
で
し

た
」
と
北
川
さ
ん
は
笑
う
。

第
３
、
４
週
は
さ
ら
に
ピ
ア
ノ
練
習

が
３０
分
あ
る
。
ピ
ア
ノ
は
指
を
動
か
す
、

脳
ト
レ
、
音
を
聴
く
な
ど
体
を
使
う
運

動
で
も
あ
る
。
こ
ち
ら
は
運
動
講
師
と

ピ
ア
ノ
講
師
で
も
あ
る
杉
本
洋
子
さ
ん

が
指
導
。
小
さ
い
キ
ー
ボ
ー
ド
が
何
台

か
用
意
さ
れ
、
２
、
３
人
ず
つ
に
分
か

れ
て
練
習
。
最
初
は
尻
込
み
す
る
人
も

い
た
が
、
３
年
で
「
ち
ょ
う
ち
ょ
う
」

が
両
手
で
弾
け
る
よ
う
に
な
り
、
楽
譜

も
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
か
ら

驚
き
だ
。

興
味
の
あ
る
方
、
ぜ
ひ
ご
一
緒
に
！

日　

時　

毎
週
金
曜（
第
５
金
は
休
み
）

　
　
　
　

昼
１
時
半
～
３
時

場　

所　

東
福
祉
館

連
絡
先　

高
橋
０９０
（
３００９
）
５
２
９
２

〈
文
・
写
真　

西
尾　

万
樹
〉

〈
サ
ー
ク
ル
訪
問
３
９
９
〉

ふ
れ
あ
い
体
操

ふ
れ
あ
い
体
操

ボサノバ風の音楽をバックにみんなで体操！

ひ
ろ
ば

夕
轟
（
ゆ
う
と
ど
ろ
き
）
書
道
会

筆
文
字
で
生
活
を
豊
か
に
。
実
用
書

か
ら
源
氏
物
語
の
世
界
の
か
な
文
字
ま

で
、
筆
ペ
ン
や
小
筆
で
書
を
楽
し
む
会
。

生
活
の
中
に
、
心
静
か
に
書
に
向
き
あ

う
時
間
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時　

第
１
火
曜
日　

朝
９
時
～
12
時

場
所　

公
民
館

連
絡
先　

清
水
０８０
（
５０３３
）
２
３
２
８

水
彩
画
「
パ
レ
ッ
ト
」
会
員
募
集

水
彩
画
を
楽
し
み
な
が
ら
描
い
て
み

た
い
と
思
う
方
、
絵
の
好
き
な
方
是
非

体
験
し
て
下
さ
い
。
初
心
者
大
歓
迎
。

月
二
回
主
体
美
術
会
会
員
の
先
生
が
お

一
人
ず
つ
指
導
し
て
下
さ
い
ま
す
。

日
時　

第
２
・
４
月
曜
日　

朝
1０
時
～

場
所　

芸
小
ホ
ー
ル　

地
下
ア
ト
リ
エ

連
絡
先　

吉
田
０４２
（
５２５
）
５
９
３
０

く
に
た
ち
国
際
友
好
会
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｇ

１
月
の
国
際
理
解
講
座
は
、
台
湾
と

日
本
の
大
学
院
で
市
民
活
動
の
研
究
を

さ
れ
、
現
在
は
東
京
で
外
資
系
コ
ン
サ

ル
会
社
に
お
勤
め
の
張
高
敏
さ
ん
に
、

台
湾
の
お
話
を
し
て
頂
き
ま
す
。

日
時　

１
月
2５
日
㈯　

夜
７
時
～
９
時

場
所　
公
民
館
３
階
集
会
室
＆
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ

連
絡
先　

西
江
０７０
（
９０２０
）
７
８
３
８

▲講座等の案内

三原色で描く三原色で描く

キミ子方式水彩画展
講座「シルバー学習室」第４５期の水彩画展を行いま

す。三原色（赤・青・黄）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」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」は市内在住の概
ね６０歳以上の方を対象に、様々なプロ
グラムを学んでいくなかで、新たな自
分の発見や、参加者同士の交流・仲間
づくりを目指す講座です。（来期の詳
細・募集は4月号に掲載します。）

期　間　2月４日（火）～９日（日）
ところ　公民館　１階市民交流ロビー
連絡先　公民館☎０４2（５７2）５１４１
� 障害者センター☎０４2（５７３）３３４４


