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◆
国
立
市
史
へ
の
関
わ
り
か
ら

本
日
は
、
約
５０
年
前
の
い
わ
ゆ
る
高

度
成
長
か
ら
低
成
長
時
代
へ
と
日
本
社

会
が
構
造
的
に
大
き
く
変
わ
っ
て
い
く

時
代
の
日
本
社
会
と
国
立
に
つ
い
て
お

話
し
ま
す
。
そ
の
間
の
１
９
６
７
年
１

月
１
日
付
で
国
立
が
町
か
ら
市
に
な
っ

て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
前
後
の
お
話
を

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
は
、
京
都
大
学
の
経
済
学
部
で
地

方
財
政
や
地
域
開
発
の
問
題
を
勉
強
し

ま
し
た
。
そ
の
延
長
で
、
た
と
え
ば
四

日
市
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
開
発
が
深
刻
な

公
害
を
も
た
ら
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
、

公
害
問
題
や
環
境
問
題
に
だ
ん
だ
ん
私

の
専
門
が
移
っ
て
き
ま
し
た
。
１
９
７

５
年
４
月
か
ら
一
橋
大
学
の
大
学
院

（
経
済
学
研
究
科
）
に
進
み
、
そ
の
後
、

１
９
８
０
年
度
に
全
国
の
大
学
で
初
め

て
一
橋
大
学
経
済
学
部
に
「
環
境
経
済

論
」
と
い
う
講
座
が
で
き
、
そ
の
専
任

講
師
と
な
り
ま
し
た
。
着
任
後
、
８４
年

度
に
学
生
た
ち
と
共
同
で
論
文
づ
く
り

に
取
り
組
み
、
金
沢
大
学
と
の
交
歓
セ

ミ
ナ
ー
で
発
表
し
ま
し
た
。
当
時
は
東

京
湾
沿
岸
の
ウ
オ
ー
タ
ー
フ
ロ
ン
ト
開

発
な
ど
、
都
市
再
開
発
ブ
ー
ム
が
起
こ

っ
て
い
た
と
き
で
す
ね
。
そ
う
い
う
時

期
で
す
か
ら
、
都
市
の
あ
り
方
を
テ
ー

マ
に
、
一
橋
大
学
が
立
地
し
て
い
る
足

元
の
自
治
体
で
あ
る
国
立
と
い
う
都
市

を
み
ん
な
で
調
べ
て
勉
強
し
よ
う
と
、

「
今
日
の
都
市
環
境
を
考
え
る
︱
︱
国

立
の
事
例
研
究
」
と
い
う
共
同
論
文
を

ま
と
め
ま
し
た
。

そ
れ
が
き
っ
か
け
で
、
国
立
市
制
２０

周
年
を
記
念
し
た
﹃
国
立
市
史
﹄（
上

巻
・
中
巻
・
下
巻
）
編
さ
ん
委
員
会
に
、

日
本
経
済
史
が
専
門
の
中
村
政
則
先
生

か
ら
誘
い
を
受
け
て
、
近
現
代
を
扱
っ

た
下
巻
の
第
５
章
「
都
市
化
で
変
わ
る

国
立
」（
第
１
節
、第
２
節
、第
５
節
）

を
執
筆
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
第

１
節
は
、
戦
後
日
本
の
高
度
成
長
期
を

く
ぐ
っ
て
人
口
が
ど
ん
ど
ん
膨
れ
上
が

っ
て
い
く
な
か
で
、
国
立
の
ま
ち
づ
く

り
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
推
移
し
て
き
た

の
か
、
そ
こ
で
ど
ん
な
問
題
に
直
面
し

て
、
ど
う
い
う
苦
労
が
あ
っ
た
の
か
、

当
時
の
関
係
者
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
た
り
、

関
係
資
料
を
い
ろ
い
ろ
読
ま
せ
て
い
た

だ
い
て
執
筆
し
た
わ
け
で
す
。

◆
谷
保
村
か
ら
国
立
町
へ

国
立
の
戦
後
の
歩
み
は
、
一
言
で
言

え
ば
「
住
宅
都
市
と
し
て
の
発
展
」
で

す
。
農
村
の
谷
保
を
中
心
と
し
た
南
部

の
エ
リ
ア
よ
り
も
国
立
駅
周
辺
の
北
部

の
エ
リ
ア
の
ほ
う
が
人
口
が
膨
れ
上
が

っ
て
い
っ
て
、
谷
保
が
相
対
的
に
小
さ

く
な
り
、
国
立
全
体
が
一
つ
の
「
住
宅

都
市
」
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
、
そ

う
い
う
発
展
で
し
た
。
敗
戦
直
後
か
ら

１
９
５
４
年
ご
ろ
（
高
度
成
長
の
始
ま

る
前
の
戦
後
復
興
期
）、
そ
れ
か
ら
高

度
成
長
が
始
ま
っ
て
以
降
、
こ
の
２
つ

の
時
期
に
分
け
て
、
振
り
返
っ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

１
９
４
５
年
８
月
１５
日
、
終
戦
の
詔

勅
が
出
さ
れ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
玉
音
放

送
で
す
ね
。
戦
後
直
後
の
混
乱
期
か
ら
、

少
し
ず
つ
戦
後
復
興
に
向
け
て
動
き
出

す
な
か
で
地
方
自
治
法
が
１
９
４
７
年

に
公
布
さ
れ
、
都
道
府
県
で
は
、
そ
れ

ま
で
は
任
命
制
だ
っ
た
知
事
を
公
選
制

で
選
ぶ
。
市
町
村
の
自
治
体
で
も
、
首

長
と
議
員
は
全
て
公
選
制
で
選
ぶ
と
い

う
改
革
が
あ
り
、
戦
後
第
１
回
の
地
方

選
挙
が
同
年
４
月
に
行
わ
れ
ま
す
。

こ
の
と
き
、
こ
の
あ
た
り
は
ま
だ
武

蔵
野
の
林
で
、
国
立
の
一
角
だ
け
が
新

町
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
谷
保

村
で
は
、
誰
も
村
長
に
立
候
補
す
る
人

が
お
ら
ず
、
そ
れ
で
谷
保
村
の
農
地
委

員
会
会
長
を
さ
れ
て
い
た
佐
藤
康
胤
さ

ん
に
み
ん
な
で
頼
み
に
行
っ
て
、
単
独

立
候
補
で
村
長
に
就
任
さ
れ
た
よ
う
で

す
。
村
議
会
議
員
選
挙
も
同
時
に
行
わ

れ
、２２
名
が
選
ば
れ
て
、谷
保
（
本
村
）

か
ら
１８
名
、
国
立
の
新
町
か
ら
４
名
と

い
う
構
成
で
し
た
。
当
時
の
谷
保
村
の

村
議
会
は
、
谷
保
地
域
の
人
た
ち
中
心

の
議
会
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
後
問
題
に
な
る
の
が
、
町
名
問

題
で
す
。
当
時
の
谷
保
村
と
い
う
、
甲

州
街
道
の
向
こ
う
側
に
限
定
さ
れ
た
イ

メ
ー
ジ
の
名
称
で
は
な
く
、
国
立
新
町

の
住
民
が
か
な
り
増
え
て
き
た
の
で
、

両
方
を
合
わ
せ
た
町
名
に
し
た
ほ
う
が

い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
新
町
側
か
ら
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町
名
を
変
え
る
提
案
が
な
さ
れ
た
よ
う

で
す
。
谷
保
地
域
で
も
、
谷
保
と
い
う

の
は
読
み
方
に
よ
っ
て
は「
ヤ
ボ
」（
野

暮
）
と
な
っ
て
、
田
舎
臭
い
イ
メ
ー
ジ

だ
と
い
う
声
も
、
一
部
の
青
年
層
に
は

あ
っ
た
そ
う
で
す
。
で
は
、「
国
立
」

と
い
う
名
前
が
な
ぜ
出
て
き
た
か
。
こ

れ
は
、
本
当
か
ど
う
か
よ
く
わ
か
ら
な

い
で
す
が
、
国
分
寺
と
立
川
の
間
だ
か

ら
、
一
文
字
ず
つ
と
っ
て
「
国
立
」
と

し
た
ら
ど
う
か
。
た
だ
、「
コ
ク
リ
ツ
」

と
読
み
か
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、
町

名
と
し
て
は
い
か
が
な
も
の
か
、
な
ど

い
ろ
い
ろ
議
論
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

１
９
５
１
年
に
こ
の
た
め
に
村
議
会
が

開
か
れ
て
、
谷
保
村
の
人
た
ち
も
同
意

し
た
上
で
「
国
立
」
と
い
う
名
前
に
変

え
る
条
例
案
を
採
択
し
、
４
月
１
日
か

ら
谷
保
村
が
国
立
町
（
町
制
に
同
時
移

行
）
へ
と
変
わ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の

後
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
国
立

新
町
と
谷
保
地
域
が
拮
抗
す
る
住
民
運

動
や
政
治
対
立
も
起
こ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

◆
く
に
た
ち
の
文
教
地
区
指
定

１
９
５
０
年
６
月
に
朝
鮮
戦
争
が
勃

発
し
ま
し
た
。
こ
れ
を
機
に
、
ア
メ
リ

カ
の
占
領
政
策
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い

き
、
今
は
昭
和
記
念
公
園
に
な
っ
て
い

る
立
川
の
米
軍
基
地
か
ら
、
国
立
の
界

隈
に
も
ア
メ
リ
カ
の
若
い
兵
隊
た
ち
が

夜
遊
び
に
来
る
歓
楽
的
な
施
設
が
で
き

た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
危
惧

し
て
、
当
時
、
東
京
都
で
文
教
地
区
建

築
条
例
（
１
９
５
０
年
）
が
制
定
さ
れ

た
の
で
、
文
教
地
区
の
指
定
を
受
け
、

国
立
を
一
橋
大
学
を
中
心
に
し
た
文
教

地
区
に
ふ
さ
わ
し
い
文
化
と
教
育
と
福

祉
の
町
に
し
よ
う
と
、「
国
立
町
浄
化

運
動
期
成
同
志
会
」
と
い
う
組
織
が
立

ち
上
が
り
ま
す
。
他
方
、
文
教
地
区
指

定
を
す
る
と
い
ろ
い
ろ
な
規
制
が
か
か

り
ま
す
の
で
、
町
の
産
業
・
商
業
の
発

展
が
そ
が
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う

声
も
あ
り
、
反
対
派
の
議
員
が
中
心
に

な
っ
て
「
国
立
発
展
同
志
会
」
と
い
う

組
織
も
つ
く
ら
れ
て
、「
浄
化
運
動
期

成
同
志
会
」
と
激
突
し
ま
す
。

戦
後
日
本
の
都
市
の
歴
史
の
中
で
、

１
９
５
０
年
代
に
町
民
同
士
が
町
を
二

分
す
る
議
論
を
し
合
う
と
い
う
経
験
を

し
た
の
は
、
恐
ら
く
国
立
だ
け
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
国
立
に
は
、
早
く
か

ら
そ
う
い
う
住
民
同
士
の
ま
ち
づ
く
り

に
関
す
る
多
様
な
意
見
が
オ
ー
プ
ン
に

議
論
さ
れ
た
珍
し
い
歴
史
的
経
緯
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

結
局
、
１
９
５
１
年
８
月
に
町
議
会

で
文
教
地
区
指
定
に
関
す
る
提
案
が
出

さ
れ
、
賛
成
１４
票
、
反
対
１１
票
で
、
文

教
地
区
指
定
の
結
論
が
出
ま
す
。
こ
れ

を
受
け
て
す
ぐ
に
町
長
が
東
京
都
の
都

市
計
画
審
議
会
に
文
教
地
区
指
定
の
申

請
を
出
し
、
翌
年
建
設
大
臣
が
こ
れ
を

認
可
、
１
９
５
２
年
１
月
６
日
、
国
立

に
文
教
地
区
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
ち
な

み
に
当
時
、
東
京
都
下
で
、
先
ほ
ど
の

東
京
都
文
教
地
区
建
築
条
例
に
基
づ
い

て
文
教
地
区
指
定
を
受
け
た
の
は
、
大

泉
学
園
や
東
京
大
学
の
本
郷
エ
リ
ア
な

ど
で
す
。
い
ず
れ
も
地
区
指
定
に
よ
っ

て
昔
な
が
ら
の
た
た
ず
ま
い
が
ず
っ
と

守
ら
れ
て
、
時
代
が
戻
る
よ
う
な
景
観

の
町
並
み
が
残
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。

そ
の
後
、
国
立
は
「
文
教
都
市
」
と

い
う
看
板
を
掲
げ
る
よ
う
に
な
り
、
そ

の
内
実
を
発
展
さ
せ
て
い
く
た
め
に
、

当
時
一
橋
大
学
の
学
長
だ
っ
た
中
山
伊

知
郎
先
生
が
会
長
を
引
き
受
け
、「
国

立
文
教
地
区
協
会
」
が
で
き
ま
す
。
一

橋
大
学
の
教
員
や
学
生
も
国
立
の
ま
ち

づ
く
り
に
ず
い
ぶ
ん
関
わ
っ
て
き
た
わ

け
で
す
。

こ
う
し
た
歴
史
に
よ
っ
て
、
中
央
線

沿
線
の
ど
こ
の
駅
前
も
、
降
り
た
ら
す

ぐ
に
パ
チ
ン
コ
店
が
あ
っ
た
り
、
飲
み

屋
街
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
け
ど
、
国
立

駅
前
は
、
大
学
通
り
を
中
心
と
し
た
独

特
の
景
観
が
維
持
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

◆
日
本
社
会
の
都
市
化
と

 
高
度
経
済
成
長

以
上
が
、
国
立
の
都
市
化
の
第
１
段

階
だ
と
し
ま
す
と
、
第
２
段
階
は
１
９

５
５
年
以
降
の
高
度
成
長
期
で
す
。
約

２０
年
近
く
、
１
９
７
３
年
１０
月
の
オ
イ

ル
シ
ョ
ッ
ク
ま
で
が
戦
後
日
本
の
高
度

経
済
成
長
期
に
当
た
り
ま
す
。

こ
の
高
度
経
済
成
長
は
、
日
本
全
体

で
の
急
激
な
都
市
化
の
波
を
伴
っ
て
い

ま
し
た
が
、
そ
の
波
が
、
国
立
に
も
大

き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
こ
の
時
期

に
は
、
特
に
太
平
洋
側
の
三
大
都
市
圏

で
急
激
な
都
市
化
が
進
み
ま
し
た
。
私

は
石
川
県
の
農
村
に
生
ま
れ
て
、
高
校

ま
で
県
内
の
学
校
へ
行
き
、
大
学
で
初

め
て
京
都
に
出
て
、
大
学
院
で
一
橋
大

学
に
進
み
ま
し
た
。
そ
う
し
て
東
京
に

た
ど
り
着
い
た
人
間
で
す
が
、
私
み
た

い
な
経
路
を
た
ど
っ
て
い
る
人
が
高
度

成
長
期
に
は
多
い
で
す
。
つ
ま
り
、
田

舎
で
育
っ
て
田
舎
で
暮
ら
す
は
ず
だ
っ

た
の
が
、
大
学
進
学
率
も
だ
ん
だ
ん
と

高
く
な
っ
て
、

都
市
部
の
大

学
に
進
学
し
、

地
元
へ
戻
ら

な
い
で
そ
の

ま
ま
都
市
部

に
住
む
。
多

く
の
人
が
、

太
平
洋
ベ
ル

ト
地
帯
の
都

市
部
で
就
職

し
、
結
婚
し

て
子
ど
も
を

つ
く
る
。
こ

う
し
て
農
村

部
か
ら
た
く

さ
ん
の
人
口

が
大
都
市
部

に
移
っ
て
い
き
、
日
本
が
全
体
と
し
て

都
市
部
と
農
村
部
に
分
か
れ
、
都
市
部

だ
け
が
急
速
に
膨
ら
ん
で
い
く
、
そ
う

い
う
都
市
化
が
進
展
し
て
き
た
わ
け
で

す
ね
。

こ
こ
で
、
日
本
の
都
市
化
を
歴
史
的

に
振
り
返
り
ま
す
と
、
２
つ
の
時
期
に

集
中
し
て
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、

「
第
１
次
都
市
化
」
の
波
が
１
９
２
０

年
代
～
１
９
４
０
年
代
の
戦
前
で
す
。

「
都
市
人
口
比
率
」
で
見
ま
す
と
、
い

わ
ゆ
る
市
部
人
口
は
全
国
人
口
の
う
ち
、

１
９
２
０
年
は
１８
％
で
し
た
が
、
２０
年

後
の
１
９
４
０
年
に
は
３８
％
に
な
り
、

倍
増
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
都
市
部
の

国
立
の
地
区
別
人
口
の
変
化

（
国
立
市
史
・
下
巻
344
頁
よ
り
）
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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、

人
口
は
４
割
弱
、
ま
だ
６
割

は
農
村
部
に
住
ん
で
い
た
の

で
す
。
こ
の
こ
ろ
は
、
日
本

全
体
が
ま
だ
農
村
型
社
会
で

す
ね
。

と
こ
ろ
が
、
第
二
次
世
界

大
戦
の
時
代
に
入
っ
て
、
多

く
の
男
性
が
戦
争
に
駆
り
出

さ
れ
て
い
く
。
日
本
の
歴
史

の
中
で
悲
劇
的
な
時
代
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
を
く
ぐ
っ

て
戦
後
に
な
っ
て
「
第
二
次

都
市
化
」
の
波
が
始
ま
り
、

１
９
５
５
年
、
高
度
成
長
が

始
ま
る
こ
ろ
に
は
、
約
半
分

が
都
市
人
口
と
な
っ
て
い
ま

す
。
さ
ら
に
１
９
６
４
年
の

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
翌
年
に
は
６８
％

が
都
市
人
口
と
な
り
、
１
９
７
０
年
に

は
７
割
を
超
え
る
。
さ
ら
に
時
代
を
経

て
、
２
０
０
５
年
に
な
る
と
、
つ
い
に

８６
％
。
今
が
２
０
１
６
年
で
す
か
ら
、

さ
ら
に
進
ん
で
い
ま
す
ね
。
し
か
も
、

こ
の
間
の
都
市
化
で
は
、
膨
れ
上
が
っ

て
い
る
と
こ
ろ
は
東
京
圏
だ
け
で
、
大

阪
、
名
古
屋
は
頭
打
ち
。
大
阪
な
ん
か

は
減
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
三
大
都

市
圏
と
い
う
の
は
昔
の
話
で
す
ね
。
今

は
「
東
京
一
極
大
都
市
圏
」
と
い
う
構

造
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◆
国
立
市
に
お
け
る
都
市
化
の
進
展

で
は
、
こ
う
し
た
日
本
全
体
の
動
向

の
中
で
国
立
は
ど
う
だ
っ
た
か
。
ま
ず
、

国
立
で
社
会
的
な
人
口
増
が
起
こ
っ
た

の
は
１
９
２
７
年
で
す
。
箱
根
土
地
と

い
う
会
社
の
堤
康
次
郎
会
長
が
、
当
時

の
商
科
大
学
（
現
在
の
一
橋
大
学
）
の

佐
野
善
作
学
長
と
話
し
合
い
、
関
東
大

震
災
後
、
商
科
大
学
を
郊
外
に
移
転
し

て
「
国
立
学
園
町
」
を
開
発
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
国
立
の
人
口
が
急
増
し
た
わ
け
で
す
。

そ
の
後
は
ま
た
落
ち
つ
い
て
、
１
９
３

８
年
こ
ろ
ま
で
は
、
年
平
均
２
％
ぐ
ら

い
人
口
が
少
し
ず
つ
増
え
る
と
い
う
、

当
時
の
農
村
部
の
平
均
的
な
姿
で
す
。

ち
な
み
に
東
京
都
全
体
で
は
、
平
均
３

～
４
％
人
口
が
増
え
て
い
っ
て
い
ま
す

か
ら
、
谷
保
時
代
の
国
立
は
、
東
京
都

全
体
の
平
均
よ
り
も
増
え
方
は
緩
や
か

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
１
９
３
９
年
以
降
、
な
ぜ

か
国
立
だ
け
が
、
一
気
に
７
％
～
１０
％
、

毎
年
人
口
が
増
え
て
い
ま
す
。
軍
需
工

場
が
こ
の
あ
た
り
に
来
て
、
そ
こ
で
働

く
人
た
ち
が
国
立
に
住
み
始
め
た
影
響

で
し
ょ
う
か
。
戦
後
直
後
の
１
９
４
５

～
１
９
４
７
年
に
も
一
気
に
２０
％
増
に

な
っ
て
い
ま
す
。
引
き
揚
げ
者
が
た
く

さ
ん
入
っ
て
き
た
と
い
う
背
景
が
あ
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
後
、
１
９
５
１
年
４
月
１
日
、

国
立
が
「
国
立
町
」
に
な
り
、
そ
の
と

き
人
口
は
ま
だ
１
万
５
０
０
０
人
弱
。

世
帯
数
も
３
３
０
０
程
度
で
す
。
そ
れ

が
国
立
市
制
に
な
っ
た
１
９
６
７
（
昭

和
４２
）
年
、
つ
ま
り
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
３
年
後
に
は
つ
い
に
５
万
人
を
超

え
ま
す
。
こ
の
決
定
打
と
な
っ
た
の
は
、

住
宅
公
団
の
富
士
見
台
団
地
を
誘
致
し

た
こ
と
で
し
た
。
こ
の
入
居
が
始
ま
っ

て
、
一
気
に
８
０
０
０
人
、
２
５
０
０

世
帯
ぐ
ら
い
が
新
た
に
国
立
市
民
に
な

り
、
人
口
５
万
人
を
突
破
。
そ
し
て
、

１
９
６
７
年
１
月
１
日
に
「
国
立
市
」

が
誕
生
し
ま
す
。

◆
人
口
減
少
社
会
と

 

こ
れ
か
ら
の
ま
ち
づ
く
り

市
制
５０
周
年
を
迎
え
る
今
、
国
立
の

人
口
は
、
７
万
５
０
０
０
人
ぐ
ら
い
で

す
。
高
度
成
長
期
後
も
国
立
の
人
口
は

ず
っ
と
増
え
続
け
て
き
た
の
で
す
が
、

こ
こ
数
年
を
見
る
と
横
ば
い
で
す
。
も

う
人
口
が
増
え
続
け
る
時
代
は
終
わ
っ

た
わ
け
で
す
。
で
は
、
こ
れ
か
ら
国
立

は
、
ど
う
い
う
都
市
づ
く
り
を
目
指
す

べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。

実
は
、
い
ま
、
日
本
全
体
が
大
き
な

歴
史
的
な
岐
路
に
立
っ
て
い
ま
す
。
２

０
１
１
年
の
３
・
１１
の
直
前
、
国
土
交

通
省
が
発
表
し
た
資
料
で
は
、
２
０
０

４
年
１２
月
を
ピ
ー
ク
に
、
今
後
、
日
本

全
体
の
人
口
は
急
速
に
減
っ
て
い
く
時

代
に
入
り
ま
し
た
。
ピ
ー
ク
時
で
１
億

３
０
０
０
万
人
弱
だ
っ
た
人
口
が
今
世

紀
半
ば
（
２
０
５
０
年
）
に
は
１
億
人

を
切
る
。
も
っ
と
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に

進
ん
で
い
く
と
、
２
１
０
０
年
に
は
５

０
０
０
万
人
を
切
っ
て
し
ま
う
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
な
か
で
、
特
に
深
刻
な

の
は
、
急
速
な
少
子
高
齢
化
の
進
展
に

よ
る
人
口
構
成
の
大
き
な
変
化
で
す
。

す
で
に
、
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な

い
「
人
口
急
減
」
と
「
超
高
齢
化
」
の

時
代
に
入
っ
て
い
る
の
で
す
。
と
く
に

象
徴
的
な
の
は
大
都
市
部
で
の
団
地
で

す
。
高
度
成
長
期
に
た
く
さ
ん
つ
く
ら

れ
た
団
地
に
残
っ
て
い
る
人
た
ち
の
年

齢
構
成
（
高
齢
化
率
）
を
み
る
と
、
６５

歳
以
上
人
口
が
４
割
や
５
割
を
超
え
る

中
山
間
地
域
を
含
む
農
村
部
以
上
に

「
超
高
齢
化
」
が
進
行
し
て
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
孤
独
死
な
ど
の
悲
惨
な
事
態

が
大
都
市
部
の
団
地
で
起
こ
っ
て
く
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
日

本
社
会
の
危
機
は
、
農
村
部
よ
り
も
、

む
し
ろ
大
都
市
部
の
ほ
う
が
深
刻
だ
と

い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
は
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
は
、
日

本
の
都
市
部
も
農
村
部
も
、
す
べ
て
の

地
域
で
、
そ
れ
ぞ
れ
個
性
的
で
豊
か
な

「
顔
」
を
持
つ
、
足
腰
の
し
っ
か
り
し

た
自
治
体
づ
く
り
が
重
要
に
な
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
「
顔
」
と
い

う
の
は
、
英
語
で
は“
Ｆ
Ａ
Ｃ
Ｅ
”で
す
。

私
の
造
語
で
す
が
、
Ｆ
は
食（Food

）、

Ａ
は
農
（A

griculture

）、
Ｃ
は
文

化
（Culture

）
と
福
祉
（Care

）、

Ｅ
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
（Energy

）
と
環

境
（Environm

ent

）
の
頭
文
字
を

と
っ
た
も
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
道
路
や
建
物
と
い
っ

た
ハ
ー
ド
を
新
た
に
つ
く
っ
て
い
く
と

い
う
時
代
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
社
会
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
の
な
か
で
、

人
々
が
相
互
に
支
え
合
い
な
が
ら
、
個

性
的
で
豊
か
な
暮
ら
し
を
享
受
し
て
い

け
る
よ
う
な
自
治
体
づ
く
り
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
国
立
も
、
独
特
の
自
然

・
歴
史
・
文
化
を
生
か
し
、
国
立
ら
し

い
「
文
教
生
活
自
治
都
市
」
づ
く
り
の

歩
み
を
さ
ら
に
積
み
上
げ
な
が
ら
、
新

し
い
時
代
に
お
け
る
「
文
化
創
造
」
へ

の
発
信
地
の
１
つ
と
な
っ
て
い
く
こ
と

を
、
心
か
ら
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

国立の総人口と人口増加率の推移（国立市史・下巻340頁より）
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個人的・集団的力量を発達させる権利である。

講　師　小
お

尾
び

　尚
なお

子
こ

�
� （国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）�
� 駐日事務所副代表）

日々のニュースで、武力紛争や人権侵害などにより多く
の人が住み慣れた自分の国を出て、他国で難民として生活
していかなければならいないことが取り上げられていま
す。これは外国だけで起っていることではありません。日
本においても保護された難民が生活しています。
ケニア、フィリピン、タイなどのＵＮＨＣＲ（地域）事

務所やスイス・ジュネーブ本部等で活躍されてきた小尾さ
んに、世界の難民問題や、日本における難民を取り巻く現
状や生活、地域との関係等についてお話いただきます。
なかなか身近に感じることのない難民問題について知

り、私たちも地域として何ができるのか一緒に考えていき
ます。

と　き　２月１８日（土）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　２月７日（火）朝９時～
� 公民館☎（５７２）５１４１

お　話　小澤　俊夫�
　　　　（小澤昔ばなし研究所所長・口承文芸学者）

２００年以上の時を超えて、今でも各国で読み継がれてい
るドイツの『グリム童話』と、私たちが子どもの頃から慣
れ親しんできた『日本昔話』。２つは全く違うもののよう
にみえて、実はたくさんの類似点があるそうです。小澤さ
んのお話を伺いながら、先人たちから私たち世代へと伝承
されてきた昔話の奥深い世界に触れてみませんか。

〈小澤さんの本〉
『グリム童話集２００歳』、『こんにちは、昔話です』、『ろばの
子』（小澤昔ばなし研究所）、『昔話の語法』（福音館書店）
ほか多数。

と　き　３月９日（木）昼２時～４時	
ところ　公民館　地下ホール　定員　８５名（当日先着順）
＊申し込みは不要です。ご自由においでください。

監督　ジョージ・キューカー
出演　イングリッド・バーグマン、シャルル・ボワイエ、

ジョセフ・コットン　ほか

シリアスな人間ドラマからミュージカル、コメディまで
幅広いジャンルで活躍した名匠ジョージ・キューカーのサ
スペンス演出が冴え渡る心理スリラーの秀作。次々と起こ
る奇妙な出来事によって精神的に追い詰められていくヒロ
インを、女優として絶頂期を迎えていたイングリッド・バー
グマンが熱演。見事アカデミー主演女優賞を獲得し、ハリウ
ッドを代表するスター女優の地位を確固たるものにした。

と　き　２月２６日（日）昼２時～（開場１時）
ところ　公民館　地下ホール　定員　８５名（当日先着順）
＊申し込みは不要です。ご自由においでください。ただ
し、定員を超えた場合は入場を制限させていただきます。

講　師　加藤　圭
けい

木
き

（一橋大学）

朝鮮の支配権をめぐる戦争であった日清戦争や日露戦争
では、朝鮮を舞台におこなわれた戦いがありました。今回
は、日清・日露戦争での植民地化の過程における暴力の問
題を取り上げます。また、そうした侵略に抗する朝鮮人側
の主体性を地域社会史の視点から考えます。
講師の加藤さんは、「戦争責任」の枠組みで捉えられが

ちな日韓の歴史問題に対し、１９世紀からの植民地支配の実
態を明らかにする必要があるという視点で研究をされてい
る若手の歴史学者です。東アジア地域をめぐる問題を、身
近な問題として捉えるきっかけにしましょう。

〈加藤さんの著書〉
『植民地期朝鮮の地域変容』（吉川弘文館）ほか

と　き　２月１６日、２月２３日（全２回）
	 いずれも木曜日、夜７時～９時
ところ　公民館　３階講座室
定　員　３０名（申込先着順）
申込先　２月７日（火）朝９時～
� 公民館☎（５７２）５１４１

〈多文化共生事業〉

〈図書室のつどい〉

ようこそ昔話の世界へ
―『グリム童話集２００歳―日本昔話との比較』―

〈近現代史講座〉

難民問題を考える

朝鮮植民地支配を考える
―日本の侵略と朝鮮人の主体性―

『ガス燈』
GASLIGHT

〈Ｃ
シ ネ ボ ッ ク ス

ＩＮＥＶＯＸ　公民館映画会〉

１９４４年　アメリカ　白黒　８４分　※ＤＶＤ版
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講　師　澁谷　智子（成蹊大学）

日本では未成年の子どもが家族の介護や看護を担ってい
ることへの意識が十分ではありませんが、海外の状況を考
えても、日本でもそうした子どもや若者が数万人規模でい
ると考えられています。年齢の割に重すぎるケア責任を負
っている子どもや若者は、同年代に相談できず、進学や就
職に大きな影響を受けることも少なくありません。「介護
離職」「ダブルケア」といった大人を対象とした介護の社
会問題は、子どもや若者の間にも起きているのです。
今回はそうしたヤングケアラーの研究をされている澁谷

さんにお話をうかがい、その課題から私たちができること
を考えたいと思います。

と　き　３月５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　２月７日（火）朝９時～
� 公民館☎（５７２）５１４１

講　師　志田　陽子（武蔵野美術大学、憲法学）

今、憲法について知りたい、学び直したいという方が増
えています。私たちは中学生の頃から憲法を学びますが、
憲法という分野が意外にとらえにくい世界でよくわからな
いと感じる方も多いのではないでしょうか。それは憲法が
抽象度の高い言葉で書かれているため、条文を読むだけで
は生きた意味をつかみにくいことなどが挙げられます。憲
法はもともと、現実の歴史から生み出されてきた叡智で、
とてもリアルな問題を扱った身近な文書で、短い言葉の中
にさまざまな物語が凝縮されています。
この講座では、映画を題材にして、憲法に込められたメ
ッセージを思い描き、読み解くことを目指します。「映画
をみて憲法の知識に血が通い始める」そんなお話を聞いて
憲法を考えてみませんか。

●第１回　３月１１日　映画にみる共存社会への道
	 『遠い夜明け』『イン・マイ・ライフ』
　　　　　　　　　『ガンジー』
●第２回　３月２₅日　映画にみる医療と人権

『レナードの朝』『フィラデルフィア』
　　　　　　　　　『もののけ姫』『砂の器』
時　間　昼２時～４時（いずれも土曜日）
ところ　公民館　３階講座室
定　員　３０名（両日参加できる方を優先します）
申込先　２月１０日（金）朝９時～
� 公民館☎（５７２）５１４１

講　師　杉浦　浩美（埼玉学園大学）

「ワーク・ライフ・バランス」の実現を目指し、育児制
度や介護休暇を整備する企業も増えてきました。しかし、
長時間労働の実態が明らかになるなど、厳しい状況が続い
ています。
この講座では、近年大きな社会的関心を集めている「マ
タニティ・ハラスメント」を取り上げながら、「妊娠期の
働き方」について考えます。妊娠や出産を機に仕事を辞め
る女性は未だに多く、また、仕事を続けていたとしても、
職場の無理解に苦しむ女性も少なくありません。２０１７年１
月からは、マタニティ・ハラスメントの防止措置が義務化
されましたが、妊娠期の働き方やそこに生じる困難につい
ては、職場や社会の理解がまだまだ不十分です。働きなが
ら子どもを産んで育てることがあたりまえにできる社会を
実現するために何が必要か、一緒に考える機会にします。

と　き　３月３日（金）夜７時～９時
ところ　公民館　３階講座室　定員　３０名（申込先着順）
申込先　２月７日（火）朝９時～
� 公民館☎（５７２）５１４１

身近な素材を使った音楽創作活動を行います。皆さんが
日常的に触れているモノを使って、少しレベルの高い創作
活動を親子一緒に楽しみましょう！　最後はチームに分か
れて演奏をします。どんな演奏になるのでしょうか。

講　師　　小田　直弥
� （ＮＰＯ法人東京学芸大こども未来研究所）

と　き　３月１２日（日）朝１₀時～１２時
ところ　南プラザ　多目的ホール
持ち物　汚れてもよい服装、タオル
� 空の１．５リットルペットボトル、飲み物
対象・定員　子ども（５歳以上～小学生）と保護者
� 　　１５組（先着順）
申込先　２月９日（木）朝９時～
� 公民館☎（５７２）５１４１

〈親子で遊ぼう・考えよう〉

〈憲法講座〉

介護を担う子どもたち
～ヤングケアラーの実態～

女性のキャリアにおける「出産」

映画から学ぶ憲法
♪ 見つけて、感じて、♪

♪ みんなで楽しむ音楽づくり ♪

学習権とはあらゆる教育の手だてを得る権利であり、

■南市民プラザへのアクセス

※ＪＲ南武線矢川駅より徒歩１５分
※立川バス：「国立泉団地」バス停下車１分
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Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園
高
等
学
校
の
特
色

Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園
高
等
学
校
は
、
働
き
な

が
ら
学
ぶ
た
め
の
全
国
広
域
通
信
制
高

等
学
校
と
し
て
国
立
市
富
士
見
台
に
１

９
６
３
年
に
開
校
し
ま
し
た
。
以
降
、

「
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
だ
れ
で
も
学
べ

る
」
学
校
と
し
て
学
習
形
態
を
進
化
さ

せ
、
近
年
で
は
、
な
か
な
か
学
校
に
な

じ
め
な
い
生
徒
に
特
化
し
た
「D

oit

コ
ー
ス
」
の
開
設
（
２
０
０
４
年
）、

学
校
生
活
を
楽
し
み
た
い
生
徒
の
た
め

の
「
登
校
コ
ー
ス
」
の
開
設
（
２
０
１

５
年
）
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
背
景
の
あ

る
生
徒
一
人
ひ
と
り
に
合
わ
せ
「
学
び

た
い
に
こ
た
え
る
」
こ
と
を
目
指
し
、

教
育
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

２
０
１
２
年
に
は
、
創
立
５０
周
年
を

機
に
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
地
域
に
根
ざ

し
開
か
れ
た
学
校
と
し
て
「
地
域
の
皆

様
の
学
び
た
い
」
に
こ
た
え
る
べ
く
様

々
な
テ
ー
マ
で
公
開
講
座
を
開
始
。
こ

れ
ま
で
多
く
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、

感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
ご
参
加
い
た
だ

い
た
皆
様
の
思
い
や
熱
意
に
こ
た
え
る

べ
く
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
地
域
と

の
連
携
に
力
を
入
れ
、
２
０
１
４
年
か

ら
国
立
市
公
民
館
の
皆
様
と
と
も
に
子

ど
も
・
若
者
の
学
び
と
成
長
を
支
え
る

た
め
の
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

若
者
・
保
護
者
・
支
援
者
が
つ
な
が
る

具
体
的
に
は
、
昨
年
度
ま
で
、
不
登

校
や
発
達
障
害
な
ど
を
主
な
テ
ー
マ
に

取
り
上
げ
、
保
護
者
の
皆
様
と
一
緒
に

考
え
る
講
演
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
取

り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
今
年
度
は
、
若

者
や
保
護
者
の
方
の
参
加
に
加
え
て
、

地
域
に
お
い
て
子
ど
も
の
育
ち
や
若
者

の
自
立
に
関
わ
る
課
題
に
取
り
組
ん
で

い
ら
っ
し
ゃ
る
、
教
育
、
福
祉
な
ど
の

関
係
機
関
、
地
域
の
皆
様
が
そ
れ
ぞ
れ

の
つ
な
が
り
を
つ
く
り
、
子
ど
も
・
若

者
や
保
護
者
の
方
の
ニ
ー
ズ
と
つ
な
が

っ
て
い
く
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
、
表

に
あ
る
取
り
組
み
を
続
け
て
い
ま
す
。

１
回
目
と
２
回
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

つ
な
が
り
を
つ
く
る
た
め
に
、
お
互
い

の
取
り
組
み
を
学
び
あ
う
「
出
会
い
の

ワ
ー
ル
ド
カ
フ
ェ
」
を
開
催
し
、
フ
ァ

シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
長
田
さ
ん
に
「
つ
な

が
り
か
た
」
の
ヒ
ン
ト
を
教
え
て
い
た

だ
く
と
と
も
に
、
今
後
の
「
つ
な
が
り

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
へ
の
期
待
な
ど
が
、

参
加
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
こ

で
は
以
下
の
３
点
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

地
域
の
取
り
組
み
と
の
出
会
い

第
一
に
、
今
後
ゆ
る
や
か
な
「
つ
な

が
り
」
を
深
め
、
広
げ
て
い
く
た
め
に
、

こ
の
場
を
継
続
さ
せ
て
い
く
こ
と
。

第
二
に
、
誰
も
が
発
言
で
き
、
交
流

・
運
営
参
加
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
全

体
共
有
の
時
間
と
小
グ
ル
ー
プ
で
の
話

し
あ
い
の
時
間
を
組
み
合
わ
せ
て
運
営

す
る
こ
と
。

第
三
に
、
今
後
半
年
間
、
公
民
館
と

Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園
高
等
学
校
が
事
務
局
に
な

っ
て
月
に
１
回
程
度
の
ペ
ー
ス
で
そ
れ

ぞ
れ
の
活
動
を
学
び
あ
え
る
学
習
会
を

や
っ
て
み
る
こ
と
。

こ
う
し
た
共
通
認
識
に
基
づ
い
て
、

３
回
目
と
４
回
目
は
す
で
に
取
り
組
ま

れ
て
い
る
地
域
の
実
践
と
支
援
者
の
皆

様
の
思
い
を
じ
っ
く
り
伺
う
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
取
り

組
み
が
地
域
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
は

認
識
し
て
い
た
の
で
す
が
、
具
体
的
な

取
り
組
み
内
容
は
は
じ
め
て
知
る
こ
と

ば
か
り
で
、
今
後
は
こ
う
し
た
地
域
の

社
会
資
源
を
共
有
し
て
い
く
こ
と
が
課

題
で
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
ニ
ー
ズ
の

あ
る
子
ど
も
・
若
者
を
地
域
で
受
け
入

れ
、
誰
も
が
公
平
に
地
域
で
育
っ
て
い

け
る
環
境
を
つ
く
る
た
め
に
、
今
後
も

地
域
の
皆
様
、
各
関
係
機
関
の
皆
様
に
、

参
加
を
呼
び
掛
け
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。ま

ず
は
“
つ
な
が
り
”
を
つ
く
る
こ

と
か
ら
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
？

子
ど
も
・
若
者
を
支
え
る
地
域
の
〝
つ
な
が
り
〟
づ
く
り

―
公
民
館
と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園
高
等
学
校
の
協
働
の
取
り
組
み
―

寺
澤
　
真
理
子
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
学
園
高
等
学
校
・
統
括
教
諭
）

２０１６年度これまでの実施経過

回 テーマ／講師・事例報告者

１「子どもの育ち・若者の自立を支える『つながり』」
　長田　英史（ＮＰＯ法人れんげ舎・代表理事）

２「子ども・若者を支える“つながり”ワークシ
ョップ・続」／長田　英史

３ ・「小中学生の学習支援（＠プラムジャム）」
　田中　えり子（くにたち地域コラボ）
・ �「若者の就労支援」
　平岡　恵美子（就活保健室）
・「子どもの居場所とマップ作り」
　高野　宏（国立市児童青少年課）

４ ・ �「精神障害者の地域生活を支える～棕櫚亭の
３０年～」
　小林　由美子（多摩棕

しゅ
櫚
ろっ
亭
てい
協会理事長）

・「高校生の学習と生活に寄り添う自立支援」
　�小暮　幸子（ＮＨＫ学園高等学校
� スクールソーシャルワーカー）

＜次回（第５回）のご案内＞�

国立市公民館・ＮＨＫ学園高等学校共催 	

子ども・若者を支える“つながりワークショップ”

子どもの育ち、若者の自立を支援する地域の活動や団体
の取り組みについて学びあい、“つながり”をつくる連続ワ
ークショップです。どなたでもお気軽にご参加ください。
二つの取り組みからの事例報告と小グループで地域の社
会資源のマップづくりについて話し合います。

①「駄菓子屋くにちゃんの取り組み」	
　吉村　多恵子（ＮＰＯ法人リングリングくにたち）�

②「学びの広場　ホッとスペース　ちえの輪の取り組み」	
　国立市福祉総務課職員

と　き　３月２日（木）夜７時～９時
ところ　�ＮＨＫ学園高等学校　２階音楽室
� （富士見台２－３６－２）
申込先　公民館☎（５７２） ５ １ ４ １
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デ
ジ
タ
ル
写
楽
の
会
員
募
集

デ
ジ
タ
ル
写
楽
は
初
心
者
中
心
の
ク

ラ
ブ
で
す
。
良
い
写
真
や
楽
し
い
写
真

を
撮
っ
て
楽
し
く
話
す
会
で
す
。
現
在

会
員
募
集
中
。
月
二
回
撮
影
会
、
一
回

合
評
会
実
施
。
会
費
２
千
円
。

日
時　

第
二
、
三
金
曜
日
昼
１
時
～

場
所　

公
民
館
、
近
郊
の
景
勝
地

連
絡
先　

小
野
寺
（
５７３
）
１
３
５
２

ス
ペ
イ
ン
語
会
　
会
員
募
集

Ｈ
Ｏ
Ｌ
Ａ　

Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｇ
Ｏ
Ｓ
！　

０

か
ら
ス
ペ
イ
ン
語
を
習
い
た
い
み
な
さ

ん
で
、
南
米
ペ
ル
ー
の
文
化
、
歴
史
、

料
理
な
ど
も
楽
し
み
な
が
ら
、
一
緒
に

ス
ペ
イ
ン
語
を
話
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時　

毎
週
金
曜
日
朝
１０
時
～
１１
時

場
所　

公
民
館

連
絡
先　

村
内
（
５７３
）
２
５
７
５

国
立
大
正
琴
サ
ー
ク
ル
　
会
員
募
集

大
正
琴
に
興
味
が
お
あ
り
の
方
、
是

非
ご
来
館
下
さ
い
。
大
正
琴
は
毎
回
無

料
で
お
貸
し
致
し
ま
す
。
簡
単
な
曲
か

ら
始
め
ま
す
の
で
楽
し
ん
で
い
た
だ
け

ま
す
。
会
費
３
千
円
。

日
時　

第
一
、
三
火
曜
日
朝
１０
時
～

場
所　

西
福
祉
館

連
絡
先　

重
松
０７０
（
４００３
）
２
４
７
５

ひ
ろ
ば

（
８
ペ
ー
ジ
に
も
あ
り
ま
す
）

気
功
・
太
極
拳
　
会
員
募
集

心
と
呼
吸
と
体
を
ひ
と
つ
に
し
て
動

か
し
ま
し
ょ
う
。
自
分
と
い
う
小
自
然

の
流
れ
を
良
く
し
、
大
自
然
と
の
交
流

を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。
健
康
・
美
・
強

さ
は
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
ま
す
。

日
時　

毎
週
火
、
土
曜
日
朝
１０
時
～

場
所　

東
福
祉
館　

集
会
室
か
大
広
間

連
絡
先　

齋
田
（
５７６
）
０
３
１
６

第
20
回
光
遊
会
　
写
真
展
示
会

私
た
ち
の
写
真
サ
ー
ク
ル
は
郊
外
散

策
、
景
勝
地
を
楽
し
み
、
各
地
の
イ
ベ

ン
ト
で
写
真
撮
影
を
行
っ
て
い
ま
す
。

展
示
会
を
行
い
ま
す
。
ご
笑
覧
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

日
時　

２
月
７
日
～
１２
日
夕
５
時

場
所　

公
民
館　

１
階
ロ
ビ
ー

連
絡
先　

小こ

疇あ
ぜ

（
５７６
）
３
７
２
４

第
213
回
く
い
し
ん
ぼ
ク
ラ
ブ

ジ
ョ
ン
さ
ん
の
韓
国
料
理

キ
ム
パ
（
の
り
巻
き
）
と
大
根
の
ス

ー
プ
を
作
り
ま
す
。
材
料
費
８００
円
。
ふ

き
ん
と
ゴ
ミ
袋
を
ご
持
参
下
さ
い
。

日
時　

２
月
１８
日
㈯
昼
１
時
～

場
所　

福
祉
会
館　

３
階
料
理
講
習
室

連
絡
先　

八
宮
（
５７１
）
１
０
０
７

翻
訳
家
・
金
原
瑞
人
氏
講
演
会

国
立
で
活
動
中
の
人
文
学
の
学
校
ク

ニ
ラ
ボ
の
開
校
一
周
年
記
念
イ
ベ
ン
ト

で
す
。
金
原
氏
の
講
演
会
と
一
橋
大
学

教
員
と
の
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
４
月

か
ら
の
開
講
講
座
の
模
擬
授
業
で
す
。

日
時　

２
月
１８
日
㈯
昼
２
時
開
演

場
所　

国
立
商
協
ビ
ル
さ
く
ら
ホ
ー
ル

連
絡
先　

大
河
内
０５０
（
５２７６
）
２
６
６
２

カ
ン
タ
ン
手
作
り
み
そ
の
会

み
ん
な
で
み
そ
作
り
を
楽
し
み
ま
す
。

有
機
大
豆
＆
糀
の
安
心
な
食
材
を
使
用
。

要
申
込
み
２
月
１７
日
迄
。
定
員
８
名
。

ス
ペ
ー
ス
Ｆ（
火・金
昼
２
時
～
４
時
）

材
料
費
２
千
５００
円
。
連
絡
は
担
当
ま
で
。

日
時　

２
月
１９
日
㈰
昼
２
時
～

場
所　

ス
ペ
ー
ス
Ｆ（
中
３
︱
１１
︱
６
）

連
絡
先　

藤
井
（
５７３
）
４
０
１
０

ハ
レ
ル
ヤ
合
唱
講
座
と
団
員
募
集

く
に
た
ち
市
民
合
唱
団
が
、
２
月
１９

日
㈰
夜
７
時
芸
小
ス
タ
ジ
オ
で
の
ハ
レ

ル
ヤ
コ
ー
ラ
ス
合
唱
講
座
と
、
メ
サ
イ

ア
演
奏
会
参
加
者
を
募
集
中
。
初
心
者

歓
迎
。
土
曜
午
後
の
練
習
組
も
有
。

日
時　

３
月
１
日
～
毎
水
曜
夜
６
時
半

場
所　

芸
小
ホ
ー
ル　

音
楽
練
習
室
他

連
絡
先　

川
上
０８０
（
６６０２
）
７
８
３
４

１
月
１０
日
（
火
）
第
３
回
定
例
会
を

開
催
。
委
員
１５
名
、
館
長
、
職
員
２
名

が
出
席
。
傍
聴
２
名
。

前
回
の
議
事
録
確
認

協
議
事
項

委
員
長
よ
り
、
公
民
館
の
職
員
体
制

に
関
す
る
要
望
書
案
が
出
さ
れ
、
内
容

に
つ
い
て
検
討
し
た
。
提
出
先
は
、
市

長
、
教
育
長
を
予
定
。
定
例
会
で
の
意

見
を
取
り
ま
と
め
、
委
員
長
が
修
正
。

委
員
研
修

前
回
に
続
き
、
副
委
員
長
よ
り
公
民

館
が
教
育
機
関
で
あ
る
こ
と
、
相
互
教

育
の
重
要
性
に
つ
い
て
講
義
が
あ
っ
た
。

報
告
事
項

○
公
民
館
だ
よ
り
編
集
研
究
委
員
会

１２
月
号
の
ふ
れ
あ
い
ひ
ろ
ば
は
、
大

勢
の
子
ど
も
が
参
加
。
３０
期
公
運
審
の

ま
と
め
は
、
ウ
ェ
ブ
掲
載
や
読
ま
せ
る

工
夫
も
欲
し
い
。
１
月
号
の
、
公
運
審

答
申
に
対
す
る
識
者
の
評
価
が
分
か
り

や
す
か
っ
た
。
編
集
研
究
委
員
会
の
ま

と
め
は
、
対
話
形
式
で
親
し
み
や
す
い
。

○
社
会
教
育
委
員
の
会

国
立
市
に
お
け
る
生
涯
学
習
振
興
・

推
進
計
画
の
課
題
に
つ
い
て
、
構
成
に

従
っ
て
答
申
本
文
を
分
担
執
筆
中
。
論

議
し
全
体
を
共
有
後
、
課
題
に
関
し
て

の
施
策
を
分
担
し
て
作
成
す
る
。

○
東
京
都
公
民
館
連
絡
協
議
会

研
究
大
会
で
委
員
部
会
が
担
当
す
る

第
４
分
科
会
（
高
齢
化
社
会
の
対
応
、

公
民
館
の
役
割
な
ど
グ
ル
ー
プ
討
議
）

の
分
担
・
進
行
の
最
終
確
認
。
他
、
市

民
連
携
事
業
等
の
情
報
交
換
。

次
回
定
例
会
は
２
月
１４
日
（
火
）
午

後
７
時
１５
分
か
ら
。傍
聴
歓
迎
。（
大
井
）

＊
「
ひ
ろ
ば
」
欄
投
稿
規
定
＊

市
内
の
団
体
・
グ
ル
ー
プ
活
動
の

お
知
ら
せ
の
場
で
す
。
原
稿
の
締
切

り
は
掲
載
希
望
月
の
前
月
７
日
午
後

５
時
で
す
。
会
員
募
集
は
６
ヵ
月
に

一
回
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

紙
面
の
都
合
に
よ
り
翌
月
掲
載
と
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

フ
ァ
ッ
ク
ス
で
の
提
出
も
可
能
で
す
。

Fax　

042
（
573
）
０
４
８
０

＊
「
ひ
ろ
ば
」
写
真
募
集
中
＊

国
立
の
風
景
や
行
事
、
自
然
な
ど

の
写
真
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
ご
協

力
い
た
だ
け
る
方
は
公
民
館
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

日　時：３月８日（水）〈雨天中止〉
集　合：国立駅北口　朝８時４５分
実施方�面：中野区、豊島区方面（距離：約１１キロ　高低

差なし）
対　象：市内在住、在勤者
チラシ	：２月１５日（水）から市役所３階生涯学習課、市民

総合体育館、公民館、北・南市民プラザで配布し
ます。

申込方	法：チラシの内容を確認のうえ（日程、コース、申
込方法等）２月１６日（木）から２８日（火）の期間
に下記までお申し込みください。

申込・問合先：教育委員会　生涯学習課
　　　　　社会教育・体育担当☎（５７６）２１０７（直通）

〈社会体育事業〉

「街を・山を歩く」第４回
公
民
館
運
営
審
議
会
報
告
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＊印は参加自由、他は事前申込みが必要です。

今月の公民館（２月、３月初）

﹃
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
﹄
に
出
会

っ
た
こ
と
、
仕
事
が
一
段
落
し
何
か
始

め
よ
う
と
思
っ
た
時
に
募
集
を
見
て
、

あ
る
い
は
誘
わ
れ
て
参
加
し
、
韻
を
踏

ん
だ
心
地
よ
い
英
文
や
登
場
人
物
の
人

間
模
様
に
ハ
マ
っ
て
し
ま
っ
た
な
ど
、

沙
翁
（
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
当
て
字
）

と
の
出
会
い
は
様
々
だ
。

み
な
さ
ん
、
一
人
で
は
続
け
ら
れ
な

い
が
こ
う
し
て
過
ぎ
る
三
時
間
は
あ
っ

と
い
う
間
で
楽
し
い
と
、
異
口
同
音
に

言
わ
れ
る
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。

こ
の
四
月
か
ら
は
、﹃
ア
ン
ト
ニ
ー

と
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
﹄
に
取
り
組
む
予
定
。

老
若
男
女
を
問
わ
ず
メ
ン
バ
ー
募
集
中
、

気
軽
に
見
学
を
、
と
の
こ
と
。

連
絡
先　

川
越
（
５７３
）
３
６
９
５

	

︿
文
・
写
真
　
隈
井
裕
之
﹀

「
沙
翁
塾
」
は
、「
塾
」
と
は
あ
る
が

指
導
者
の
い
な
い
、
学
び
合
い
の
塾
で

あ
る
。
昨
年
没
後
四
百
年
を
迎
え
た
英

国
の
劇
作
家
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品

を
味
わ
う
サ
ー
ク
ル
だ
。
一
年
に
一
冊
、

今
は
﹃
ヘ
ン
リ
ー
五
世
﹄
を
読
ん
で
い

る
。
毎
週
金
曜
の
朝
１０
時
、
メ
ン
バ
ー

が
各
自
で
選
ん
だ
原
文
書
籍
を
持
ち
寄

り
、
毎
回
百
行
ほ
ど
取
り
上
げ
る
。
和

気
あ
い
あ
い
と
進
め
ら
れ
る
活
動
は
、

こ
ん
な
感
じ
だ
。
ま
ず
、
テ
ー
プ
で
ネ

イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
の
役
者
の
声
を

聞
く
。
次
に
台
詞
ご
と
に
順
番
に
英
語

で
回
し
読
み
す
る
。
そ
し
て
均
等
な
行

数
を
日
本
語
に
訳
し
て
い
く
が
、
こ
の

時
、
各
自
の
本
の
訳
文
や
注
釈
を
紹
介

し
合
う
こ
と
で
、
行
間
を
よ
り
深
く
味

わ
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
最
後
に
、

今
度
は
各
自
に
役
を
割
り
当
て
て
再
び

声
に
出
し
て
読
む
。
最
後
に
同
じ
シ
ー

ン
を
演
劇
ビ
デ
オ
で
鑑
賞
す
る
。
こ
う

し
て
一
冊
を
読
み
終
え
る
と
、
各
自
お

気
に
入
り
の
台
詞
を
暗
記
し
発
表
す
る

な
ど
し
て
、
一
年
を
締
め
く
く
る
。

公
民
館
で
活
動
を
始
め
た
の
は
１４
年

前
、
以
来
メ
ン
バ
ー
が
入
れ
替
わ
り
な

が
ら
も
沙
翁
塾
を
続
け
て
き
た
。

現
在
の
メ
ン
バ
ー
は
女
性
六
人
。
多

感
な
時
期
に
演
劇
﹃
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹄
や

オ
リ
ビ
ア
・
ハ
ッ
セ
ー
が
演
じ
た
映
画

１６日（木）夜～近現代史講座
 「朝鮮植民地支配を考える　　　　　
 ―日本の侵略と朝鮮人の主体性―」
１８日（土）昼　多文化共生事業
 「難民問題を考える」
２６日（日）昼＊C

シ ネ ボ ッ ク ス

INEVOX公民館映画会『ガス燈』
３月２日（木）夜　子ども・若者を支える
 “つながりワークショップ”
３日（金）夜　女性のキャリアにおける「出産」
５日（日）昼　介護を担う子どもたち
９日（木）昼＊図書室のつどい
 「ようこそ昔話の世界へ」
１１日（土）昼～憲法講座「映画から学ぶ憲法」
１２日（日）朝　親子で遊ぼう・考えよう

―この「公民館だより」は再生紙を使用しています―

原
発
避
難
の
今
を
き
く

二
重
生
活
や
い
じ
め
等
厳
し
い
現
状

が
表
面
化
す
る
中
、
と
み
お
か
子
ど
も

ネ
ッ
ト
市
村
高
志
氏
、
母
子
避
難
中
の

鹿
目
久
美
氏
と
ト
ー
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
を

行
う
。
参
加
費
２
千
円
。
資
料
軽
食
付

日
時　

２
月
２５
日
㈯
昼
２
時
～
６
時

場
所　

コ
ミ
ニ
テ
ィ
ス
ペ
ー
ス
旭
通
り

連
絡
先　

狩
野
０８０
（
４３５１
）
１
３
５
３

起
立
性
調
節
障
害
ソ
レ
イ
ユ
茶
話
会

朝
起
き
ら
れ
な
い
、
体
調
が
悪
く
遅

刻
、
欠
席
を
す
る
、
成
長
期
に
多
く
誤

解
さ
れ
や
す
い
病
気
で
す
。
ご
家
族
等

の
交
流
で
す
。
初
め
て
の
方
も
ど
う
ぞ
。

参
加
費
２００
円
。

日
時　

２
月
２６
日
㈰
昼
１
時
～

場
所　

公
民
館　

音
楽
室

連
絡
先　

片
岡
（
５２５
）
７
１
２
２

リ
ト
ミ
ッ
ク
　
さ
く
ら
ん
ぼ
リ
ズ
ム

体
験
レ
ッ
ス
ン
の
ご
案
内
で
す
。
ピ

ア
ノ
の
音
に
触
れ
な
が
ら
親
子
で
リ
ト

ミ
ッ
ク
を
始
め
ま
せ
ん
か
。
対
象
は
平

成
２６
年
４
月
２
日
～
平
成
２８
年
４
月
１

日
生
ま
れ
の
お
子
様
。
体
験
費
５００
円
。

日
時　

２
月
２８
日
㈫
朝
１０
時
～

場
所　

芸
小
ホ
ー
ル　

音
楽
練
習
室

連
絡
先　

阿
部
０９０
（
６９５８
）
２
７
８
３

硬
式
テ
ニ
ス
春
季
大
会

男
単
・
複
Ａ
Ｂ
・
女
単
・
複
Ａ
Ｂ
・

男
・
女
壮
年
複
・
家
族
混
合
・
男
女
小

学
生
単
。
詳
細
は
Ｈ
Ｐ
参
照
。
締
切
３

月
２
日
㈭
。
申
込
テ
ニ
ス
サ
ン
ラ
イ
ズ
。

日
時　

４
月
１
日
㈯
～
６
月
１８
日
㈰

場
所　

広
場
コ
ー
ト

連
絡
先　

竹
延
（
５７４
）
７
９
６
３

http://www.kunitachitennis.com/

春
季
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
市
民
大
会

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
ク
ラ
ブ
・
参

加
費
５００
円
（
高
校
生
２００
円
）、
中
学
男

女
３
月
１９
日
㈰
（
雨
２６
日
）、
一
般
男

女
・
シ
ニ
ア
６
月
４
日
㈰
（
雨
１１
日
）、

申
込
締
切
は
中
学
生
３
月
５
日
㈰
、
一

般
男
女
・
シ
ニ
ア
５
月
２１
日
㈰

場
所　

広
場
テ
ニ
ス
コ
ー
ト

連
絡
先　

加
藤
（
５７２
）
４
７
２
８

ひ
ろ
ば

（
７
ペ
ー
ジ
に
も
あ
り
ま
す
）

公民館図書室
休室のおしらせ

３月６日（月）から９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、閲覧できます。
� （３／７～３／９）

〈
サ
ー
ク
ル
訪
問
３
０
５
〉

沙さ

翁お
う

塾

それぞれの役に成りきって


