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■
ロ
シ
ア
帝
国
前
史

ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
関
係
は
、

９
世
紀
～
１３
世
紀
、
ロ
シ
ア
人
と
ウ
ク

ラ
イ
ナ
人
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
人
共
通
の
起

源
と
さ
れ
る
キ
エ
フ
・
ル
ー
シ
の
時
代

に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
が
、
全
貌
は
明
ら

か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
モ
ン
ゴ
ル
系

の
帝
国
の
支
配
、
ト
ル
コ
文
化
の
吸
収

な
ど
紆
余
曲
折
を
経
て
、
１５
世
紀
半
ば

に
は
、
の
ち
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
取
り
込

ま
れ
合
同
の
国
と
な
る
リ
ト
ア
ニ
ア
大

公
に
よ
っ
て
キ
ー
ウ
一
帯
が
征
服
さ
れ

ま
し
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
い
う
呼
び
名

は
、
地
域
あ
る
い
は
辺
境
と
い
う
意
味

合
い
で
、
リ
ト
ア
ニ
ア
か
ら
見
た
向
こ

う
、
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
が
固
有
名
詞

に
な
っ
て
い
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

当
時
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
は
、
基
本
的

に
は
農
民
で
す
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
・
リ
ト

ア
ニ
ア
に
土
地
を
支
配
さ
れ
、
年
貢
を

納
め
な
い
と
い
け
な
い
。
そ
の
取
り
立

て
の
厳
し
さ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た
農

民
た
ち
は
「
コ
サ
ッ
ク
」
と
呼
ば
れ
る

武
装
農
民
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
き
ま

し
た
。
け
れ
ど
、
コ
サ
ッ
ク
だ
け
で
は

ポ
ー
ラ
ン
ド
国
家
に
対
抗
す
る
の
は
難

し
い
。
そ
こ
で
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ラ
イ

バ
ル
で
あ
る
ロ
シ
ア
帝
国
と
手
を
結
ぼ

う
と
い
う
動
き
か
ら
コ
サ
ッ
ク
の
国
家

を
つ
く
り
ま
す
が
、
１８
世
紀
終
盤
に
廃

止
、
ロ
シ
ア
の
直
轄
地
に
な
り
ま
す
。

■
ウ
ク
ラ
イ
ナ
民
族
主
義
の
弾
圧

１８
世
紀
末
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
分
割
の
際
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
中
部
地
域
は
エ
カ
テ
リ

ー
ナ
２
世
治
世
の
ロ
シ
ア
帝
国
に
、
西

部
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ
家
の
オ
ー
ス
ト
リ

ア
に
併
合
さ
れ
ま
す
。
南
下
政
策
を
進

め
る
ロ
シ
ア
は
オ
ス
マ
ン
帝
国
か
ら
ク

リ
ミ
ア
半
島
を
獲
得
、
１
７
８
３
年
に

併
合
し
ま
す
。

ロ
シ
ア
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
取
り
込
ん

だ
後
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
独
立
さ
せ
た
い
、

言
語
や
民
族
を
全
面
的
に
出
し
た
い
、

と
い
う
ウ
ク
ラ
イ
ナ
民
族
主
義
に
対
し

弾
圧
を
行
い
ま
す
。
ま
ず
、
ウ
ク
ラ
イ

ナ
と
い
う
呼
称
は
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
。

リ
ト
ア
ニ
ア
支
配
下
で
呼
ば
れ
始
め
た

名
前
を
使
う
こ
と
で
、
再
び
ポ
ー
ラ
ン

ド
・
リ
ト
ア
ニ
ア
の
支
配
下
に
戻
る
の

で
は
な
い
か
と
恐
れ
を
持
っ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
。
行
政
と
し
て
は
、
ロ
シ
ア

人
の
こ
と
を
「
大
ロ
シ
ア
人
」
と
呼
び
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
の
こ
と
を
「
小
ロ
シ
ア

人
」
と
呼
び
ま
し
た
。
独
自
の
民
族
で

あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
の
で
す
ね
。
１

８
７
６
年
に
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
に
よ

る
出
版
や
演
劇
な
ど
も
禁
止
し
ま
す
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
語
の
要

素
を
含
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
へ
の
警

戒
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
れ
は
プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
歴
史
観

に
似
て
い
て
、
本
来
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
ロ

シ
ア
な
の
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
西
側
に

汚
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
発
想

で
す
。
経
済
に
お
い
て
も
、
早
く
か
ら

ロ
シ
ア
が
取
り
込
ん
で
い
っ
た
東
部
・

南
部
地
域
で
は
工
業
化
が
推
進
さ
れ
豊

か
に
な
っ
た
、
一
方
、
西
部
地
域
は
農

業
が
主
体
で
貧
し
く
、
ロ
シ
ア
人
が
ウ

ク
ラ
イ
ナ
は
自
分
た
ち
に
よ
っ
て
発
展

し
た
と
い
う
自
負
を
持
つ
背
景
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。

■
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ

第
一
次
世
界
大
戦
中
の
１
９
１
７
年
、

ロ
シ
ア
で
は
２
回
革
命
が
起
こ
り
ま
す
。

１
回
目
の
「
２
月
革
命
」
は
、
自
由
主

義
者
と
社
会
主
義
者
が
タ
ッ
グ
を
組
ん

で
ツ
ァ
ー
リ
（
ロ
シ
ア
皇
帝
、
ロ
マ
ノ

フ
王
朝
ニ
コ
ラ
イ
二
世
）
を
倒
し
た
革

命
で
す
。
帝
政
が
崩
壊
し
、
政
治
的
な

自
由
化
が
拡
大
、
民
族
運
動
も
活
性
化

し
ま
し
た
。ウ
ク
ラ
イ
ナ
民
族
主
義
、ウ

ク
ラ
イ
ナ
語
の
使
用
も
自
由
化
し
ま
す
。

雲
行
き
が
怪
し
く
な
っ
た
の
が
「
１０

月
革
命
」。
こ
れ
ま
で
自
由
主
義
者
と

社
会
主
義
者
が
並
行
し
て
政
権
を
担
っ

て
い
た
と
こ
ろ
に
、ボ
リ
シ
ェ
ビ
キ（
赤

軍
）
が
蜂
起
し
権
力
を
奪
取
、
内
戦
へ

と
つ
な
が
り
ま
す
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は

い
ろ
い
ろ
な
勢
力
が
こ
の
地
域
を
め
ぐ

っ
て
入
り
乱
れ
、
人
口
の
大
半
を
占
め

る
農
民
も
ボ
リ
シ
ェ
ビ
キ
に
期
待
す
る

者
、
民
族
主
義
者
に
期
待
す
る
者
、
自

ら
立
ち
上
が
る
者
と
、
内
戦
は
複
雑
化

し
、
一
つ
の
方
向
に
ま
と
ま
る
状
況
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
成
り
行
き
の
中
で
、

今
ま
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
影
響
が
強
か
っ

た
リ
ヴ
ィ
ウ
な
ど
の
西
部
地
域
は
ポ
ー

ラ
ン
ド
に
、
ロ
シ
ア
帝
国
時
代
に
ロ
シ

ア
が
支
配
し
て
い
た
と
こ
ろ
は
結
局
、

ソ
連
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す（
ご
く
一
部
は
ル
ー
マ
ニ
ア
に
併
合
）。

（ユネスコ学習権宣言）学習権とは、読み書きの権利であり、

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻から１年が経った今年２月、２
回連続の近現代史講座が行われました。今回は講座の第１回「ウクライ
ナとロシアをめぐる歴史と歴史観」の内容をお届けします。

ウクライナ・ロシア関係の現代史
【講演要旨】近現代史講座（２０２３年２月１９・２６日実施）

講師　鶴見　太郎（東京大学）

講師の鶴見太郎さん
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■
ソ
連
加
盟
と
民
族
政
策

１
９
２
０
年
代
を
中
心
に
、
ソ
連
は

各
民
族
を
宥
和
す
る
た
め
「
現
地
化
政

策
」
を
敷
き
ま
す
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は

ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
を
優
先
登
用
す
る
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
語
を
学
校
や
公
的
な
場
面
で

使
う
な
ど
自
由
に
さ
せ
る
だ
け
で
は
な

く
、
国
が
お
金
を
出
し
て
文
化
も
推
進

し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
中

盤
か
ら
後
期
に
か
け
て
こ
の
政
策
は
形

骸
化
し
て
い
き
ま
す
。
１
９
３
２
年
か

ら
３３
年
に
は
、
ソ
連
の
政
策
と
し
て
ウ

ク
ラ
イ
ナ
農
民
に
対
す
る
強
制
的
な
集

団
化
や
強
制
徴
収
が
行
わ
れ
、
結
果
的

に
大
飢
饉
を
招
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
ウ

ク
ラ
イ
ナ
で
は
「
ホ
ロ
ド
モ
ー
ル
」
と

呼
び
ま
す
。
当
時
は
隠
蔽
さ
れ
ま
し
た

が
、
ソ
連
崩
壊
後
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
を

狙
い
撃
ち
に
し
た
の
か
、
結
果
的
に
そ

う
な
っ
た
の
か
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ロ
シ

ア
の
間
で
論
争
が
あ
り
ま
す
。

ス
タ
ー
リ
ン
の
次
の
書
記
長
・
フ
ル

シ
チ
ョ
フ
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
友
好
的

な
人
で
し
た
。
１
９
５
４
年
に
は
ウ
ク

ラ
イ
ナ
へ
の
友
好
関
係
の
印
と
し
て
、

当
時
ロ
シ
ア
共
和
国
の
州
で
あ
っ
た
ク

リ
ミ
ア
州
を
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
共
和
国
に

移
管
し
ま
し
た
。
た
だ
、
プ
ー
チ
ン
大

統
領
な
ど
は
移
管
は
間
違
い
だ
っ
た
、

も
と
も
と
あ
れ
は
ロ
シ
ア
な
ん
だ
と
強

調
す
る
わ
け
で
す
。

１
９
８
０
年
代
に
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が

始
め
た
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
初
期
に
お
い

て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
独
立
運
動
は
盛

ん
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
バ
ル

ト
三
国
の
独
立
な
ど
も
あ
り
、
終
盤
に

は
独
立
へ
舵
を
切
り
ま
す
。
そ
の
当
時
、

ソ
連
は
そ
の
ま
ま
消
滅
し
ま
し
た
が
、

そ
れ
を
実
質
的
に
受
け
継
い
だ
ロ
シ
ア

共
和
国
も
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
離
れ
て
い

く
こ
と
に
対
し
て
、
特
に
強
硬
策
は
取

っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。ウ
ク
ラ
イ
ナ・

ロ
シ
ア
関
係
は
、
比
較
的
平
和
裏
に
そ

の
後
も
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
ソ
連
崩
壊
と
ロ
シ
ア
の
体
制
転
換

こ
こ
か
ら
は
ソ
連
が
崩
壊
し
た
後
、

ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
ど
う
い
う
歩

み
を
取
っ
た
の
か
、
ロ
シ
ア
の
ほ
う
か

ら
見
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
論
点
の
１
つ
目
は
、
冷
戦
の
終

結
は
和
解
な
の
か
、
西
側
の
勝
利
な
の

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ

が
、
西
側
と
の
協
調
を
目
指
し
て
い
た

こ
と
は
間
違
い
な
く
、
こ
れ
は
非
常
に

希
有
な
こ
と
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
経

済
の
行
き
詰
ま
り
の
深
刻
化
が
背
景
に

は
あ
っ
て
、
西
側
の
支
援
が
な
い
と
も

う
野
垂
れ
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
状
況

だ
っ
た
の
で
、
現
実
的
な
動
き
で
は
あ

り
ま
し
た
。

そ
の
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
で
も
、
東
ド
イ

ツ
が
西
ド
イ
ツ
に
吸
収
さ
れ
る
形
で
の

ド
イ
ツ
統
一
は
想
定
外
で
し
た
。
そ
こ

で
和
解
と
い
う
も
の
へ
の
懐
疑
が
出
て

き
た
。
一
方
、
西
側
は
当
然
、
西
側
の

勝
利
の
結
果
だ
と
い
う
ふ
う
に
捉
え
て

い
た
わ
け
で
す
。
で
も
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ

と
し
て
は
、
自
分
か
ら
歩
み
寄
っ
て
い

っ
て
、
こ
の
分
断
を
打
開
し
た
と
い
う

自
負
が
あ
り
、
認
識
の
ず
れ
が
始
ま
っ

て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
ソ
連
が
解
体
ま
で
行
く
と

い
う
こ
と
は
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
も
想
定

外
の
こ
と
で
は
あ
っ
て
、
急
激
に
解
体

へ
向
か
っ
て
い
っ
て
、
止
め
ら
れ
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

■
チ
ェ
チ
ェ
ン
紛
争
の
経
験

ソ
連
と
い
う
大
国
が
崩
壊
し
た
後
の
、

処
理
の
問
題
を
見
て
い
き
ま
す
。
ソ
連

は
当
初
体
制
を
強
化
す
る
た
め
に
い
ろ

い
ろ
な
民
族
を
取
り
込
み
、
宥
和
を
し

て
い
っ
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
名
残
で
、
１５
の
共
和
国
の
下
の
単

位
に
自
治
共
和
国
と
か
自
治
州
と
い
う

も
の
が
あ
り
、
そ
の
制
度
は
ソ
連
崩
壊

ま
で
残
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
自
治
共

和
国
の
中
で
、
民
族
主
義
や
独
立
の
動

き
が
出
て
き
ま
す
。

一
番
有
名
な
の
は
チ
ェ
チ
ェ
ン
紛
争

で
す
。
チ
ェ
チ
ェ
ン
共
和
国
と
い
う
の

は
、
ソ
連
時
代
に
チ
ェ
チ
ェ
ン
・
イ
ン

グ
ー
シ
共
和
国
と
言
っ
て
、
ロ
シ
ア
共

和
国
の
下
に
あ
る
自
治
共
和
国
で
し
た
。

ム
ス
リ
ム
が
大
半
で
、
ロ
シ
ア
帝
国
時

代
か
ら
組
み
込
ま
れ
て
い
た
の
で
す
が
、

ず
っ
と
折
り
合
い
が
悪
か
っ
た
。
ソ
連

崩
壊
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
共
和
国
は
独

立
し
た
の
だ
か
ら
、
自
治
共
和
国
も
い

い
じ
ゃ
な
い
か
と
独
立
し
よ
う
と
し
た

の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
暗
黙
の
了
解
と

し
て
自
治
共
和
国
は
ど
こ
も
独
立
し
て

お
ら
ず
、
新
生
の
ロ
シ
ア
連
邦
は
あ
く

ま
で
も
弾
圧
し
ま
し
た
。

プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
時
代
に
な
る
と
、

改
め
て
チ
ェ
チ
ェ
ン
の
独
立
勢
力
を
徹

底
し
て
武
力
で
潰
し
、
か
い
ら
い
国
家

に
変
え
て
し
ま
い
ま
す
。
武
力
で
の
徹

底
的
な
弾
圧
に
よ
り
取
り
込
む
と
こ
ろ

ま
で
至
る
の
は
非
常
に
希
有
な
例
で
す

が
、
あ
る
意
味
、
そ
れ
が
プ
ー
チ
ン
大

統
領
の
成
功
体
験
の
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
い

ま
す
。

■
経
済
の
混
乱
と
オ
リ
ガ
ル
ヒ
の
台
頭

次
に
、
ロ
シ
ア
国
内
の
問
題
に
つ
い

て
少
し
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

体
制
転
換
に
伴
い
、
特
に
１
９
９
０

年
代
は
非
常
に
生
活
が
苦
し
い
時
代
で

し
た
。
社
会
主
義
体
制
か
ら
急
に
、
市

場
経
済
に
転
換
し
た
こ
と
に
よ
る
不
具

合
が
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
起
こ
り

ま
す
。

社
会
主
義
で
は
、
ソ
連
が
一
つ
の
大

き
な
企
業
で
し
た
。
ソ
連
の
中
で
企
業

と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
我
々
が
知

っ
て
い
る
企
業
の
営
業
部
門
と
か
、
生

産
部
門
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。
も
し
、

企
業
で
部
門
だ
け
独
立
さ
せ
る
と
、
ち

ょ
っ
と
困
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。
同

じ
こ
と
が
、
ソ
連
を
解
体
し
た
と
き
に

起
こ
っ
て
、
泳
ぎ
方
を
知
ら
な
い
の
に

市
場
と
い
う
海
に
突
き
落
と
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
だ
か
ら
、
今
か
ら
見
れ
ば
性

急
で
ず
さ
ん
な
民
営
化
政
策
が
な
さ
れ

ま
し
た
。

そ
の
際
に
、
一
握
り
の
ず
る
賢
い
層

が
、
企
業
を
私
物
化
し
て
新
興
財
閥
に

な
っ
た
と
い
う
の
も
、
も
う
一
つ
ポ
イ

ン
ト
で
す
。そ
れ
が
今
、「
オ
リ
ガ
ル
ヒ
」

と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
に
な
り
ま
し
た
。

９０
年
代
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
が
大
統
領
に

な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
政
治
的
な
基
盤

が
非
常
に
弱
か
っ
た
の
で
、
選
挙
に
勝

つ
た
め
に
、
オ
リ
ガ
ル
ヒ
の
力
が
必
要

と
さ
れ
ま
し
た
。
お
か
し
な
こ
と
を
見

逃
し
た
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
法
律
で

後
押
し
し
た
り
す
る
ぐ
ら
い
の
こ
と
を

し
つ
つ
、
オ
リ
ガ
ル
ヒ
か
ら
資
金
援
助

し
て
も
ら
う
。
こ
れ
が
、
今
日
の
ロ
シ

ア
に
お
け
る
政
治
と
経
済
の
癒
着
の
原

点
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
部
の
オ
リ
ガ
ル
ヒ
だ
け
が
暴
利
を

働
い
て
い
る
、
こ
れ
は
道
徳
的
に
破
綻

し
た
よ
う
な
状
況
で
す
。
本
来
は
政
府

が
取
り
締
ま
ら
な
い
と
い
け
な
い
の
に
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
は
む
し
ろ
自
由
に
さ
せ
て

し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
何
と
か
し
て

ほ
し
い
と
い
う
の
が
、
多
く
の
ロ
シ
ア

人
が
持
っ
て
い
た
思
い
で
、
プ
ー
チ
ン

政
権
の
よ
う
な
強
い
政
府
、
力
、
国
家

の
力
と
い
う
の
を
求
め
て
し
ま
う
背
景

自分自身の世界を読み取り、歴史をつづる権利であり、
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が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

■
体
制
転
換
期
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ

ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
、
ロ
シ
ア
と
同
じ
か
、

そ
れ
以
上
に
混
乱
し
て
い
ま
し
た
。
ウ

ク
ラ
イ
ナ
は
１
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、

ロ
シ
ア
人
の
３
分
の
１
ぐ
ら
い
で
常
に

ロ
シ
ア
よ
り
貧
し
い
状
況
で
す
。

体
制
転
換
が
起
こ
る
と
、
も
と
も
と

貧
し
い
人
た
ち
が
も
っ
と
貧
し
く
な
っ

て
、
大
混
乱
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

ソ
連
と
い
う
単
位
が
な
く
な
っ
た
せ
い

で
も
あ
り
ま
す
。
ソ
連
は
、
分
業
体
制

を
共
和
国
単
位
で
敷
い
て
い
て
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
共
和
国
は
農
業
も
あ
り
ま
す
が
、

鉄
鋼
業
と
か
、
主
に
ソ
連
の
た
め
の
軍

需
品
を
担
当
し
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、

ソ
連
が
な
く
な
れ
ば
買
っ
て
く
れ
る
人

が
い
な
く
な
る
。
ソ
連
式
の
旧
式
な
の

で
、
ほ
か
の
国
も
あ
ま
り
買
っ
て
く
れ

ま
せ
ん
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
ロ
シ
ア
に
依

存
せ
ざ
る
を
得
ず
、
対
ロ
シ
ア
債
務
も

重
荷
に
な
っ
て
い
く
状
況
が
あ
り
ま
し

た
。政

治
外
交
に
関
し
て
は
、
初
代
大
統

領
に
な
っ
た
ク
ラ
フ
チ
ュ
ク
と
い
う
人

は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
を
前
面
に
出
し
、
独

自
通
貨
を
導
入
す
る
な
ど
象
徴
的
に
ロ

シ
ア
か
ら
な
る
べ
く
離
れ
る
ウ
ク
ラ
イ

ナ
化
を
進
め
ま
し
た
。
た
だ
、
こ
れ
は

大
失
敗
で
、
余
計
に
経
済
は
混
乱
し
、

経
済
危
機
に
陥
っ
て
失
墜
し
ま
し
た
。

ロ
シ
ア
と
の
関
係
で
は
、
ク
リ
ミ
ア

半
島
に
あ
る
軍
事
基
地
の
帰
属
や
核
兵

器
の
保
持
を
め
ぐ
り
対
立
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
辺
り
が
決
着
し
て
か
ら
は
そ

れ
ほ
ど
政
治
的
に
も
め
る
材
料
は
な
く
、

ク
リ
ミ
ア
の
帰
属
も
、
ロ
シ
ア
が
文
句

を
言
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
も
う
大
体
の
こ
と
は
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ロ
シ
ア
の
間

で
決
着
し
て
い
る
は
ず
だ
っ

た
わ
け
で
す
。

■
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
の
意
識

社
会
と
い
う
レ
ベ
ル
で
、

ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
が
自
分
た
ち

を
何
人
と
考
え
て
い
る
か
と

い
う
こ
と
を
話
し
ま
す
。
ウ

ク
ラ
イ
ナ
人
っ
て
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち

で
す
ね
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
、

人
口
の
２
割
ぐ
ら
い
が
い
わ

ゆ
る
ロ
シ
ア
人
、
ソ
連
時
代
か
ら
ず
っ

と
住
み
続
け
て
い
る
人
で
す
。
そ
の
人

た
ち
も
含
め
て
自
分
た
ち
の
こ
と
を
ど

う
考
え
て
い
る
か
と
い
う
話
で
す
。

ソ
連
時
代
、
人
々
は
「
民
族
」
で
登

録
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
国
内
パ
ス
ポ
ー

ト
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

に
住
ん
で
い
て
も
、
ロ
シ
ア
人
は
民
族

名
は
ロ
シ
ア
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
親
子
代
々
受
け
継
が
れ
て
い
く
も
の

な
の
で
、
基
本
的
に
は
変
わ
ら
な
い
。

だ
か
ら
、
ソ
連
時
代
、
ロ
シ
ア
人
は
必

ず
し
も
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
一
体
化
は
し
て

い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

独
立
後
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
一
つ
の
国

に
な
っ
た
後
は
、
世
代
が
変
わ
れ
ば
変

わ
る
ほ
ど
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
の
一
体
感

が
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
住
ん
で
い
る
ロ
シ

ア
人
の
間
で
も
高
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と

は
、
調
査
を
見
る
と
明
ら
か
で
す
。
民

族
と
い
う
の
は
血
統
で
は
な
く
て
、
ど

の
国
で
生
ま
れ
た
の
か
と
い
う
国
民
と

し
て
の
意
識
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
と
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ロ
シ
ア
へ
の
親
近
感
を
あ
る
程
度
持

ち
続
け
て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部
の
ロ

シ
ア
人
で
あ
っ
て
も
、
漠
然
と
、
日
常

的
に
ロ
シ
ア
語
を
話
し
て
い
た
り
ロ
シ

ア
文
学
に
親
し
ん
で
い
た
り
と
い
う
意

味
で
、緩
や
か
に「
ロ
シ
ア
的
な
も
の
」

に
親
近
感
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
っ

て
、
ロ
シ
ア
国
家
の
支
配
を
望
ん
で
い

る
と
か
、
ロ
シ
ア
国
家
の
下
で
生
き
た

い
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
と
は
ち
ょ
っ

と
違
う
わ
け
で
す
。

■
社
会
の
変
化
や
実
態
か
ら
国
家
を
捉

え
る今

日
の
話
の
ま
と
め
と
し
て
、
特
に

注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
ウ
ク

ラ
イ
ナ
と
ロ
シ
ア
、
及
び
そ
の
２
つ
の

関
係
性
と
い
う
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も

変
化
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
プ
ー
チ
ン
大

統
領
は
、
キ
エ
フ
・
ル
ー
シ
の
古
い
時

代
か
ら
、
あ
る
い
は
ソ
連
の
初
期
、
ま

だ
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
ど
っ
ち
に
行
く
か
、

い
ろ
い
ろ
迷
っ
た
り
割
れ
た
り
し
て
い

る
と
い
う
段
階
で
、
一
応
ソ
連
に
入
っ

た
時
期
か
ら
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
何
も
変

わ
っ
て
な
い
か
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る

わ
け
で
す
。
し
か
し
、
い
ろ
い
ろ
な
と

こ
ろ
に
変
化
が
あ
り
、
歴
史
的
な
ス
パ

ン
で
考
え
て
も
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
と
か

ポ
ー
ラ
ン
ド
と
か
の
影
響
も
等
し
く
受

け
て
い
て
、
ロ
シ
ア
だ
け
が
ウ
ク
ラ
イ

ナ
に
と
っ
て
特
別
な
存
在
で
は
な
か
っ

た
わ
け
で
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
関
わ
り
の
中
で
、
少
し

ず
つ
変
化
し
た
り
、
あ
る
い
は
ウ
ク
ラ

イ
ナ
人
の
中
で
も
迷
い
が
あ
っ
た
り
、

そ
こ
で
多
様
性
も
出
て
き
た
り
し
て
い

る
の
で
、
ひ
と
つ
か
み
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ

人
は
こ
う
で
あ
る
、
ま
し
て
や
ウ
ク
ラ

イ
ナ
人
は
ロ
シ
ア
と
一
体
化
す
る
の
が

一
番
幸
せ
だ
み
た
い
な
考
え
方
は
、
無

理
の
あ
る
議
論
で
し
ょ
う
。

そ
う
い
う
視
点
を
持
つ
た
め
に
は
、

領
土
や
支
配
者
だ
け
で
は
な
く
て
、
人

々
全
般
の
変
化
、
経
済
や
社
会
の
実
態

を
見
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
ウ
ク
ラ
イ

ナ
は
独
立
後
に
ど
ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い

て
、
ソ
連
崩
壊
時
点
か
ら
思
考
停
止
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
プ
ー
チ
ン
大
統

領
の
認
識
と
大
分
ず
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
ロ
シ
ア
人
が
な
ぜ
プ
ー
チ
ン

大
統
領
を
支
持
す
る
の
か
を
考
え
る
上

で
も
重
要
な
視
点
で
、
ソ
連
崩
壊
後
に

ど
う
い
う
苦
労
を
し
た
の
か
、
何
を
見

て
い
た
の
か
も
見
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
、
ロ
シ
ア
と
ば
か
り
密

接
に
つ
な
が
っ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い

こ
と
は
、
歴
史
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
す
。

で
す
か
ら
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
念
頭

に
あ
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
ソ
連
時
代
初

期
だ
け
で
、
そ
の
昔
の
像
を
、
す
っ
か

り
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
在
の
ウ

ク
ラ
イ
ナ
に
投
影
し
て
し
ま
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
で
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
と
認
識
が

一
致
す
る
は
ず
が
な
い
で
し
ょ
う
。

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、

ウクライナと周辺国の地図

【
鶴
見
太
郎
さ
ん
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】

【
鶴
見
太
郎
さ
ん
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
】

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科

准
教
授
。著
書
に
、『
ロ
シ
ア
・
シ
オ

准
教
授
。著
書
に
、『
ロ
シ
ア
・
シ
オ

ニ
ズ
ム
の
想
像
力
』（
２
０
１
２
年
、

ニ
ズ
ム
の
想
像
力
』（
２
０
１
２
年
、

東
京
大
学
出
版
会
）、『
イ
ス
ラ
エ
ル
の

東
京
大
学
出
版
会
）、『
イ
ス
ラ
エ
ル
の

起
源
』（
２
０
２
０
年
、講
談
社
）な
ど
。

起
源
』（
２
０
２
０
年
、講
談
社
）な
ど
。
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個人的・集団的力量を発達させる権利である。

監督　稲垣　浩　原作　岩下俊作　脚本　伊丹万作
出演　三船敏郎、高峰秀子、笠　智衆、芥川比呂志　ほか

北九州の小倉を舞台に、博
ばく

奕
ち

好
きで喧嘩っ早いが人情に厚い人力
車夫・富島松五郎の生涯を描い
た、不朽の名作『無法松の一生』
（１９４３年）を監督・稲垣浩自らが
再映画化。松五郎役の三船敏郎、
松五郎が思いを寄せる未亡人役の
高峰秀子の好演もあり、前作に劣
らぬ名作に仕上がった。ベネチア
国際映画祭ではグランプリを受賞。

〈シネマトーク〉
「やさしき無頼漢―世界のミフネと呼ばれた男―」
北里宇一郎（脚本家）
上映終了後に、脚本家の北里宇一郎さんに、名優・三船

敏郎の魅力についてお話をうかがいます。

と　き　６月２５日（日）昼２時～（開場１時）
ところ　公民館　地下ホール
定　員　7０名（申込先着順）
申込先　６月１５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。

＊�換気のため、途中で１０分程度休憩を設けます。ご了承く
ださい。

〈〈CC
シ ネ ボ ッ ク スシ ネ ボ ッ ク ス
INEVOXINEVOX　シネマトーク〉　シネマトーク〉

『無法松の一生』『無法松の一生』
東宝　１９５８年　カラー　１０４分　ＤＶＤ版東宝　１９５８年　カラー　１０４分　ＤＶＤ版

講　師　寺沢　恕
ひろ

（一橋大学大学院生＊）

映画や文学には、しょうがいのある人々が度々描かれて
います。江戸川乱歩の『一寸法師』では、小人症の人物が
悪の権化として登場し、映画『コーダ　あいのうた』で
は、聴覚しょうがいしゃの家族の苦労が現実的に描かれて
います。これらの描写は、時に差別的な印象を与えること
もありますが、私たちの持つ「しょうがい」に対する想像
力を広げてくれるようにも思えます。
この講座では、文学や映画におけるしょうがいに関する
描写を、多様な視点から読み解いていきます。前半では、
最近アメリカで盛んになってきている「障害学」に触れ、
しょうがい描写の社会的解釈を試み、また、１９３０年代のア
メリカ文学における「優生学」の影響にも言及します。後
半では、山本周五郎の『季節のない街』や黒澤明の『どで
すかでん』などの作品に登場するしょうがい描写が、読者
や社会に与える影響について、ワークショップ形式で共に
考えていきます。
と　き　６月１８日、７月２日（全２回）
� いずれも日曜日、昼２時～４時
ところ　公民館　３階講座室　定　員　２４名（申込先着順）
申込先　６月７日（水）朝９時～　公民館☎（５7２）５１４１

―既存のイメージを超えて――既存のイメージを超えて―
文化のなかの「しょうがい」文化のなかの「しょうがい」

＊一橋大学大学院生による講座
国立市内の一橋大学では、研究者を目指す大学院生が日夜

研究に励んでいます。そこで公民館が架け橋となり、若手研
究者と地域社会との交流講座を続けてきました。最新の研究
動向に触れるも良し！　修行中の院生にアドバイスするも良
し！　院生が講師となって専門分野をご紹介します。

〈一橋大学・院生講座〉〈一橋大学・院生講座〉

①
現
代
社
会
の
課
題
を
考
え
る

憲
法

人
権

平
和

近
現
代
史

環
境

自
治

教
育

共
生
社
会

多
文
化
共
生

ジ
ェ
ン
ダ
ー

健
康

②
共
生
の
地
域
社
会
を
育
む

女
性
の
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン

女
性
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア

男
性
の
料
理
教
室

親
子
で
遊
ぼ
う
考
え
よ
う

中
高
生
の
た
め
の
学
習
支
援

し
ょ
う
が
い
し
ゃ
青
年
教
室

青
年
講
座

青
年
室
活
動
（
コ
ー
ヒ
ー
ハ

ウ
ス
）

シ
ル
バ
ー
学
習
室

ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス

生
活
の
た
め
の
日
本
語
講
座

日
本
語
教
育
入
門

に
ほ
ん
ご
サ
ロ
ン

③
ま
ち
を
知
る
、
地
域
か
ら
学
ぶ

緑
化
活
動

野
鳥
観
察

都
市
農
業

地
域
資
料

地
域
史

文
学
と
地
域

一
橋
大
学
連
携
講
座

一
橋
大
学
院
生
講
座

社
会
教
育
学
習
会

地
域
防
災

④
社
会
を
み
つ
め
、文
化
を
つ
く
る

く
に
た
ち
ブ
ッ
ク
ク
ラ
ブ

古
典

哲
学

作
家
と
作
品

文
化
・
芸
術

食
文
化

図
書
室
の
つ
ど
い

映
画
会

シ
ネ
マ
ト
ー
ク

⑤
表
現
と
創
作
を
楽
し
む

身
体
表
現

銅
版
画

文
章
表
現

市
民
文
化
祭

―２０２３年度　公民館講座・催し年間予定――２０２３年度　公民館講座・催し年間予定―
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コーヒーはお好きですか？　奥の深いコーヒーの世界を
一緒にのぞいてみませんか。この講座では、コーヒーの生
豆を自分で焙煎し、ハンドドリップでコーヒーを淹れてみ
ます。また講師のコーヒー文化等のお話を伺いながら、コ
ーヒーを試飲し参加者同士が交流する時間を過ごします。
お話と実演は、著書『コーヒーについてぼくと詩が語る
こと』で古今東西の書物からコーヒー文化を紐解き、辻調
理師専門学校などで食文化を講じる小山伸二さん。
会場は公民館内にある喫茶コーナー「わいがや」です。
当日はわいがやのスタッフの若者たちも一緒に参加しま
す。コーヒーの香りがふわりと漂うなかで、ゆったり語ら
う時間にしたいと思います。

と　き　７月２日（日）昼４時～６時
ところ　公民館内喫茶わいがやなど
定　員　５名（申込先着順）
対　象　高校生～３０歳代までの方
申込先　６月１６日（金）朝９時～　公民館☎（５7２）５１４１

自分が食べようとしているその一皿ができるまでには、
どんな経過があったのでしょうか。食材の生産者や料理
人、器や景観、これまで積み上げてきた伝統など、そこに
は様々な人々や物事が関わっているのかもしれません。
今回は、「おいしい」ということは何か、過去から現在

までの食の歴史、日本列島の地理的条件と食文化の特性と
は何かなど、食文化にまつわる総論的なお話をしていただ
きます。
講師の小山さんは、料理を中心としてそこに関わるあら

ゆる文化的要素を考える学問「ガストロノミー」に長年携
わってきました。これまで辻調理師専門学校や立教大学で
も様々な角度からこのテーマについて講じられています。
多岐に渡るテーマですので、小山さんには９月以降にま

た別の角度から食文化についてお話いただく予定です。
誰もが関わる身近なテーマである食について改めて考え

る機会となれば幸いです。

と　き　７月１５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　６月１３日（火）朝９時～　☎（５7２）５１４１

講　師　小
お

山
やま

　伸二（辻調理師専門学校、書
しょ

肆
し

梓
あずさ

）お話と実演　小
お

山
やま

　伸二（辻調理師専門学校、書
しょ

肆
し

梓
あずさ

）

講　師　大
おお

美
み

賀
か

　直子（メンタルケア・コンサルタント、
� 公認心理師、精神保健福祉士）

働く人の毎日には、ストレスがあふれています。また、
ウィズコロナ、アフターコロナを通じて職場環境が劇的に
変化しており、新たなストレスを抱えて疲れを感じている
方も増えていることと思います。
自身のメンタルの状態を振り返り、ストレスと上手に付

き合っていくために必要なことについて考えてみません
か？心理学をもとに、うつ病などの心の病を防ぐために必
要なこと、ストレスを減らす考え方、家族や職場の人との
ほどよい人間関係の築き方、困った時のサポート資源の頼
り方などについても解説します。
ワークやディスカッションを取り入れていくため、ご自

身でじっくり考え、また周りの人とたくさん意見を交わし
あいながら、理解を深めます。働いているご家族のメンタ
ルヘルスを考えたい方も、是非ご参加ください。
と　き　７月８、１５日（全２回）
� いずれも土曜日　朝１０時～１２時
ところ　公民館　３階集会室
定　員　１６名（申込先着順）
申込先　６月１５日（木）朝９時～　☎（５7２）５１４１

学習権とはあらゆる教育の手だてを得る権利であり、

〈健康講座〉〈健康講座〉

メンタルヘルスを考えるメンタルヘルスを考える

〈食文化講座〉〈食文化講座〉

食から世界を考える食から世界を考える

～働く世代と家族に向けて～～働く世代と家族に向けて～

講　師　榎本　正樹（文芸評論家・現代日本文学）

と　き　６月８日（木）夜７時半～９時半
ところ　公民館　地下ホール
定　員　３０名（申込先着順）
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。

～今年度ブッククラブ日程（４月号掲載）で、未定だった
月の日にちが確定しましたのでお知らせします～

いずれも、時間：夜７時半～９時半
　　　　　場所：公民館地下ホール

〈くにたちブッククラブ　記憶の欠片をひろい集めて〉〈くにたちブッククラブ　記憶の欠片をひろい集めて〉

山田詠山田詠美美『ファーストクラッシュ』『ファーストクラッシュ』

コーヒー焙煎体験講座コーヒー焙煎体験講座
～一緒にコーヒーを淹れてみよう～～一緒にコーヒーを淹れてみよう～

（文春文庫）（文春文庫）

〈青年講座〉〈青年講座〉

＊青年講座とは？
公民館では、しょうがいしゃ青年教室や喫茶わいがやなど（総称
「コーヒーハウス」）に様々な若者が関わって活動しています。
青年講座は、そんな若者たちが企画した講座です。

月　日 作　品 講　師

１１月９日（木）
今村夏子『むらさきの
スカートの女』
（朝日文庫）

佐藤　泉
（青山学院大学）

１２月１４日（木） 安部公房『箱男』
（新潮文庫）

大野　亮司
（亜細亜大学）
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https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kouminkan/

新しい発行物のご紹介新しい発行物のご紹介
公民館の取り組みなどをまとめた冊子ができました。お読みになりたい方は公民館へお問い合わせください（配布
用は数に限りがあります）。ご覧いただきまして、ぜひ、今年度の取り組みにご参加ください。

２０２２（令和４）年度の文化祭に参加し
た団体が催しの成果を報告しています。
市内で文化・芸術活動をしている方々の、
文化祭での写真も多く載っています。

『第６７回　くにたち市民文化祭
―記録集―コロナ下の笑顔広げ
る文化祭』

コーヒーハウスは公民館の１階奥にあ
る「青年室」・喫茶コーナー「わいが
や」など、しょうがいを含む様々な若者
たちの活動です。
２０２１（令和３）年度～２０２２（令和４）

年度の活動の様子を紹介しています。
編集を主に担当したのは、コーヒーハ

ウスに関わる若者たち。また、今回はコ
ロナ過のなかでの活動で考えたこと・感
じたこと……それぞれの思いがつまった
“みんなの文集”も掲載しています。

青年室活動記録誌
『コーヒーハウス　７３号』

くにたちブッククラブでは、毎年講座
終了後に参加者による手作りの文集を作
っています。文学作品を共同で読むこと
で深められた読みや気づきが綴られてい
ます。
講師の山岸郁子さんによる講義録「井
上荒野『あちらにいる鬼』を読む」も掲
載しています。

くにたちブッククラブ
『感傷から遠く離れて』

■令和４年度　時間帯別会場利用率� （単位％）
会場（定員）

時間帯
ホール

（８５名）
音楽室

（２０名）
集会室

（３０名）
講座室

（３５名）
中集会室
（２０名）

小集会室
（１０名）

和室
（２０名）

実習室
（１０名）

午前 ９３．２ ８７．４ ６９．６ ８０．０ ８４．８ ６０．０ ６９．２ ６３．６

午後 ９０．６ ８５．５ ７５．４ ８１．５ ７６．７ ６５．９ ８３．５ ４７．１

夜間 ８８．３ ７６．２ ４９．７ ４２．６ ４２．２ ３９．４ ３１．５ １４．２

（注）利用率の算出処理上１日の利用時間を、午前・午後・夜間の３区分に整理。１区分に複数回の利用があっても１
回分の利用とみなして利用回数を算出し、この算出数を年間延べ開室回数で割り、利用率を算出している。

公民館は社会教育施設として、市民等で構成されるグ
ループや団体に会場を貸し出しています。活動目的や人
数に応じて、大・中・小の集会室、講座室、ピアノのあ
るホールと音楽室、調理のできる実習室、着付けや茶道
のできる和室の８つの部屋があります。なお、和室では
机と椅子を使用し、実習室では間仕切りを活用すれば会
議室としても利用できます。
令和４年度の時間帯別会場利用率は以下の表のとおり
です。

令和４年度　公民館の施設利用状況について
ホールの利用率は平均９０．３％と最も高く、次に音楽室

が平均８１．５％、続いて、中集会室、講座室、集会室、和
室、小集会室、実習室の順となっています。新型コロナ
ウイルス感染症の流行により低迷していた会場全体の利
用率は６３．２％となり、前年度の５９．９％から若干増加しま
した。
多くの方に会場を利用していただけるよう、毎月第一

土曜日に会場利用調整会を公民館利用者連絡会のご協力
のもと開催しています。詳しくは７ページをご覧ください。

こちらの発行物は右ＱＲコードの公民館
ホームページ「近年の公民館実践記録冊
子の紹介」からも、ご覧いただけます。
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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。

公
民
館
運
営
審
議
会
報
告

５
月
９
日
（
火
）
第
３４
期
第
７
回
定

例
会
を
開
催
。
委
員
１３
名
、
館
長
、
職

員
２
名
出
席
。
傍
聴
人
３
名
。

○
最
初
に
学
校
教
育
関
係
者
の
後
任
と

し
て
第
八
小
の
鈴
木
淳じ

ゅ
ん

副
校
長
に
館
長

よ
り
委
嘱
状
が
伝
達
さ
れ
た
。
そ
の
後

前
回
議
事
録
の
確
認
が
行
わ
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
関
す
る
報
告
が
あ
っ
た
。

社
会
教
育
委
員
の
会
で
は
４
月
の
任

期
最
終
回
が
開
催
さ
れ
、「『
横
断
・
連

携
』
を
通
じ
た
生
涯
学
習
振
興
に
つ
い

て
（
意
見
）」
を
教
育
長
に
提
出
。
そ

の
概
要
に
つ
い
て
報
告
が
あ
っ
た
。

東
京
都
公
民
館
連
絡
協
議
会
で
は
町

田
市
・
日
野
市
が
脱
会
し
加
盟
９
市
に
。

今
年
度
は
国
立
市
が
委
員
部
会
の
部
会

長
市
の
た
め
、
１０
月
に
委
員
部
会
研
修

を
国
立
市
で
開
催
予
定
。
２
０
２
４
年

２
月
の
研
究
大
会
で
は
課
題
別
学
習
会

を
国
立
市
中
心
に
委
員
部
会
と
し
て
企

画
・
準
備
す
る
。

協
議
事
項

〇
市
長
・
教
育
長
へ
の
要
望
書
提
出
に

つ
い
て
は
、
提
出
時
期
な
ど
に
つ
い
て

継
続
審
議
と
な
っ
た
。

委
員
研
修

○
今
回
は
木
島
委
員
長
が
「
く
に
た
ち

公
民
館
の
歩
み
と
特
色
―
私
の
中
の
公

民
館
」
と
し
て
、
個
人
を
軸
に
し
た
公

民
館
と
の
関
わ
り
を
話
し
、
そ
の
後
研

修
を
終
え
て
の
感
想
・
質
問
を
各
委
員

が
出
し
あ
っ
た
。

次
回
６
月
１３
日（
火
）夜
７
時
１５
分
か

ら
地
下
ホ
ー
ル
。
傍
聴
歓
迎
。�（
西
尾
）

く
に
た
ち
話
し
方
勉
強
会

人
前
で
話
を
し
よ
う
と
す
る
と
緊
張

し
て
し
ま
う
な
ど
、
こ
こ
に
集
ま
っ
て

く
る
人
た
ち
の
理
由
は
様
々
。
年
齢
も

様
々
。
私
た
ち
と
一
緒
に
話
す
事
、
聞

く
事
を
勉
強
し
ま
せ
ん
か
？
見
学
歓
迎
。

日
時　
第
２
・
４
㈯
夜
６
時
半
～
８
時
半

場
所　

公
民
館　

講
座
室

連
絡
先　

中
浦
（
５７７
）
５
１
２
５

『
習
字
』
を
始
め
て
み
ま
せ
ん
か

や
さ
し
い
講
師
が
分
か
り
や
す
く
指

導
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
楽
し
く
学
び

な
が
ら
自
分
を
更
に
高
め
て
み
ま
せ
ん

か
。
お
気
軽
に
ご
連
絡
・
お
立
ち
寄
り

く
だ
さ
い
ま
せ
。『
く
に
た
ち
親
墨
の
会
』

日
時　

第
１
・
３
㈫　

朝
９
～
１２
時

場
所　

芸
小
ホ
ー
ル　

ア
ト
リ
エ

連
絡
先　

佐
藤
０９０
（
２１６５
）
３
４
２
７

社
交
ダ
ン
ス
銀
の
く
つ
会
員
募
集

社
交
ダ
ン
ス
に
興
味
の
あ
る
方
の
入

会
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
プ
ロ
の
講
師

の
も
と
で
や
さ
し
い
ス
テ
ッ
プ
か
ら
応

用
の
ス
テ
ッ
プ
ま
で
学
習
し
ま
す
。
初

心
者
、
男
性
歓
迎
。
体
験
可
能
で
す
。

日
時　

毎
週
金
曜
日　

昼
３
時
～
５
時

場
所　

公
民
館　

地
下
ホ
ー
ル

連
絡
先　

山
下
０９０
（
５５６３
）
０
７
８
２

リ
コ
ー
ダ
の
会
「
木
星
」
会
員
募
集

誰
で
も
吹
け
る
リ
コ
ー
ダ
で
音
楽
を

楽
し
み
ま
せ
ん
か
。
１２
月
の
発
表
会
に

参
加
し
、
リ
コ
ー
ダ
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル

を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
初
心
者
大
歓
迎
。

先
生
が
親
切
丁
寧
に
指
導
し
ま
す
。

日
時　

第
２
・
４
木
曜
日　

夜
７
時
～

場
所　

公
民
館　

音
楽
室

連
絡
先　

畑は
た

（
５７３
）
０
６
７
８

ア
ク
ア
か
も
め
水
泳
会
員
募
集

運
動
不
足
の
方
、
健
康
な
体
づ
く
り

に
水
泳
を
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。
初
心

者
～
上
級
者
、
泳
力
別
に
コ
ー
チ
の
指

導
を
受
け
て
泳
ぎ
ま
す
。
男
女
問
い
ま

せ
ん
。
体
験
可
。（
無
料
）

日
時　

毎
週
金
曜
日　

朝
１０
時
～
１２
時

場
所　

総
合
体
育
館　

室
内
プ
ー
ル

連
絡
先　

梅
原
（
５７２
）
２
２
８
１

ひ
ろ
ば

（
8
ペ
ー
ジ
に
も
あ
り
ま
す
）

8月（ロビー9月分） 会場調整会のお知らせ
申込書のポスト投入期間 6月3日（土）～２２日（木）

公用使用の貼り出し 6月9日（金）頃

予約の重なりのあった
団体の掲示開始日

6月２4日（土）

会場調整会 7月1日（土）朝１０時～

重なり状況▶

※会場調整会は朝１０時までに受付を済ませてください。

公民館予算は、１億６,０５１万３千円で内訳は表のとおり
です。前年度比３,６６５万４千円の増額となりました。主な
理由は、原油価格高騰の影響による光熱水費の増額、トイ
レ洋式化や段差解消機、非常放送設備等の工事請負費の増
額等によるものです。
■公民館費の当初予算内訳� 単位：千円

科目 ４年度予算 ５年度予算 比較増減
公民館総務費 ９５,６３５ １２９,８５５ ３４,２２０

人件費 ５５,６３7 ６５,９６５ １０,３２８
報酬等 １7,６１９ １7,４３８ －１８１
維持管理費 ２２,３7９ ４６,４５２ ２４,０7３

公民館事業費 ２８,２２４ ３０,６５８ ２,４３４
主催事業費 １４,５６３ １５,８４６ １,２８３
広報費 7,４０7 ８,３４7 ９４０
図書室費 ３,３５６ ３,５６６ ２１０
若者支援費 ２,８９８ ２,８９９ １

■一般会計予算３５7億２,３００万円（前年度比２９億８,３００万円増）
■�教育費総額６２億１,５１５万７千円（前年度比３２億４,２３２万４千円増）
■公民館費１億６,０５１万３千円（前年度比３,６６５万４千円増）

公民館５年度予算について公民館５年度予算について

今年のくにたち市民文化祭の実行委員長と開催予定期間
が決まりました。今年はコロナ前と同水準の２０組を超える
団体が参加予定です。各参加団体の日程や行事の内容につ
いては、公民館だより１０月号等でお知らせします。
文化祭の参加申し込みは次回実行委員会まで受付してい

ますので、参加希望の団体は公民館にお問合せください。

◆開催予定期間
令和５年１０月２１日（土）
　　　～１１月２６日（日）

◆実行委員長
鈴木　幸

ゆき

雄
お

（フルートアンサンブル「桜
おう

音
いん

の会」）

◆次回実行委員会
と　き　６月１５日（木）夜７時～
ところ　公民館　地下ホール
問合先　公民館☎（５7２）５１４１

第６８回くにたち市民文化祭
開催期間が決まりました！
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地
下
ホ
ー
ル
か
ら
聞
こ
え
る
子
ど
も

た
ち
の
楽
し
そ
う
な
声
…
…
取
材
日
は
、

幼
稚
園
が
お
休
み
で
、
コ
ー
ラ
ス
、
ハ

ン
ド
ベ
ル　

サ
ー
ク
ル
「
オ
ト
モ
」
の

メ
ン
バ
ー
の
お
子
さ
ん
た
ち
も
一
緒
だ

っ
た
。

こ
の
会
は
、
コ
ロ
ナ
下
で
、
今
ま
で

の
よ
う
に
歌
う
こ
と
も
お
し
ゃ
べ
り
す

る
こ
と
も
出
来
な
く
な
っ
た
子
ど
も
た

ち
に
音
楽
の
楽
し
み
、
日
本
語
の
美
し

さ
を
伝
え
た
い
と
、
昨
年
９
月
に
二
期

会
会
員
の
西
川
友ゆ
う
子こ

さ
ん
が
、
立
ち
上

げ
た
。
ま
さ
に
、「
オ
ト
モ
」
は
、
音

と
友
だ
ち
に
な
ろ
う
と
付
け
ら
れ
た
思

い
の
こ
も
っ
た
名
前
だ
。
今
は
西
川
さ

ん
と
同
じ
幼
稚
園
仲
間
の
お
母
さ
ん
を

中
心
に
８
名
で
無
料
の
コ
ン
サ
ー
ト
活

動
を
し
て
い
る
。

西
川
先
生
の
レ
ッ
ス
ン
は
と
て
も
ユ

ニ
ー
ク
で
楽
し
い
。
ま
ず
は
、
目
を
閉

じ
て
息
を
吸
っ
て
吐
い
て
、
心
臓
の
鼓

動
を
感
じ
て
…
…
ま
る
で
ヨ
ガ
の
よ
う
。

日
本
古
来
の
手
遊
び
歌
な
ど
の
手
指
の

運
動
か
ら
体
全
体
を
ほ
ぐ
し
て
、
い
よ

い
よ
ハ
ン
ド
ベ
ル
の
練
習
だ
。

ハ
ン
ド
ベ
ル
は
、
１
つ
の
ベ
ル
は
１

音
程
し
か
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で

ひ
と
り
で
い
く
つ
か
の
ベ
ル
を
担
当
し

ピ
ア
ノ
の
伴
奏
に
合
わ
せ
て
演
奏
す
る
。

協
調
性
と
集
中
力
が
、
透
明
な
美
し
い

音
色
を
創
り
だ
し
て
い
く
。

コ
ー
ラ
ス
の
前
に
は
、
壁
に
向
か
っ

て
シ
ュ
ッ
、
シ
ュ
ッ
！
と
声
を
飛
ば
す
。

ま
る
で
手
裏
剣
を
な
げ
る
忍
者
の
よ
う
。

こ
う
し
て
声
が
滑
ら
か
に
な
っ
た
と
こ

ろ
で
、「
と
な
り
の
ト
ト
ロ
」「
一
年
生

に
な
っ
た
ら
」
な
ど
を
歌
う
。「
聴
い

て
い
る
人
に
話
し
か
け
る
よ
う
に
自
然

に
」
と
指
導
さ
れ
る
と
、
歌
詞
が
心
に

届
い
て
く
る
。
合
間
の
休
憩
は
、
交
流

を
深
め
る
大
切
な
時
間
で
あ
り
、
和
気

あ
い
あ
い
の
雰
囲
気
を
作
っ
て
い
る
。

当
面
の
目
標
は
、
９
月
２０
日
㈬
の
芸

術
小
ホ
ー
ル
で
の
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
コ
ン

サ
ー
ト
だ
。
こ
の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
な
ら

素
敵
な
演
奏
が
聴
け
る
は
ず
、
と
て
も

楽
し
み
だ
。

た
だ
今
、
世
代
を
超
え
て
新
し
い
仲

間
を
募
集
中
！　

ぜ
ひ
ご
一
緒
に
♪

日
時　

�

月
２
、
３
回
木
曜
日
が
基
本

　
　
　

朝
９
時
半
～
１１
時
半

場
所　

公
民
館
地
下
ホ
ー
ル
／
音
楽
室

連
絡
先　

otomo.ototomo@gmail.com
�

〈
文
・
写
真　

高
木　

裕
子
〉

〈
サ
ー
ク
ル
訪
問
３
８
０
〉

オ
ト
モ

水
彩
画
「
パ
レ
ッ
ト
」
作
品
展

サ
ー
ク
ル
会
員
に
よ
る
第
１7
回
作
品

展
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
今
回
も
日
頃

楽
し
み
な
が
ら
描
い
て
い
る
作
品
を
、

展
示
い
た
し
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
時　

�

６
月
１０
日
㈯
～
１7
日
㈯�

（
１２
日
㈪
休
館
）

場
所　

公
民
館　

市
民
交
流
ロ
ビ
ー

連
絡
先　

吉
田
（
５２５
）
５
９
３
０

く
に
た
ち
国
際
友
好
会
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｇ

６
月
の
国
際
理
解
講
座
は
、
ネ
パ
ー

ル
出
身
で
東
京
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
に
留
学
経
験

も
あ
り
、
子
供
達
の
教
育
活
動
を
さ
れ

て
い
る
ク
リ
シ
ュ
ナ
さ
ん
に
、
ネ
パ
ー

ル
か
ら
お
話
を
し
て
頂
き
ま
す
。

日
時　

６
月
１7
日
㈯
夜
７
時
～
９
時

場
所　

公
民
館　

講
座
室
＆
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ

連
絡
先　

西
江
０７０
（
９０２０
）
７
８
３
８

国
立
真
向
法
体
操
同
好
会

真
向
法
体
操
は
自
然
治
癒
力
を
高
め

ま
す
。
股
関
節
を
中
心
に
呼
吸
と
合
わ

せ
て
運
動
す
る
、
た
っ
た
４
つ
の
動
作

の
体
操
。
会
員
９
名
、
楽
し
い
雰
囲
気

で
や
っ
て
い
ま
す
。
見
学
に
ど
う
ぞ
。

日
時　

第
２
・
３
・
４
日
曜
日
午
後

場
所　

東
福
祉
館　

大
広
間

連
絡
先　

田
野
崎
０９０
（
３８７７
）
６
３
２
６

フ
ル
ー
ト
会
員
募
集
『
桜お
う
音い
ん
の
会
』

秋
の
市
民
文
化
祭
で
の
演
奏
会
に
向

け
て
、
一
年
か
け
て
曲
を
仕
上
げ
て
い

ま
す
。
フ
ル
ー
ト
の
好
き
な
方
、
私
達

と
一
緒
に
合
奏
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
？

日
時　

第
２
・
４
火
曜
日　

夜
６
時
～

場
所　

富
士
見
台
地
域
防
災
セ
ン
タ
ー

連
絡
先　

橋
本
０９０
（
７１７８
）
６
３
８
０

メ
ー
ル　

funkyhassy@
gm
ail.com

楽
し
く
歌
お
う
「
ひ
ま
わ
り
の
会
」

指
導
の
先
生
は
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
、
表

現
豊
か
な
演
奏
で
参
加
者
を
曲
の
世
界

へ
引
き
込
み
、
ま
た
歌
う
楽
し
さ
を
感

じ
さ
せ
て
く
れ
ま
す
。
童
謡
、
唱
歌
、

日
本
や
世
界
の
名
曲
を
歌
い
ま
す
。

日
時　

第
２
、
４
水
曜
日　

朝
１０
時
～

場
所　

北
市
民
プ
ラ
ザ
多
目
的
ホ
ー
ル

連
絡
先　

新に
い

里さ
と

（
５７７
）
１
０
６
２

８日（木）夜　ブッククラブ　山田詠美『ファーストクラッシュ』
１８日（日）昼～　院生講座「文化のなかの『しょうがい』�
� ―既存のイメージを超えて―」
２５日（日）昼　C

シ ネ ボ ッ ク ス

INEVOX　シネマトーク『無法松の一生』
２５日（日）昼　★図書室のつどい
� 『水のない川　暗

あん

渠
きょ

でたどる東京案内』
７月２日（日）昼～　青年講座「コーヒー焙煎体験講座」
８日（土）昼～　健康講座「メンタルヘルスを考える」
１５日（土）昼～　食文化講座「食から世界を考える」
★はオンライン受講可能の講座です。

今月の公民館（6月～7月中旬）

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。

公民館の状況▶

ひ
ろ
ば

（
7
ペ
ー
ジ
に
も
あ
り
ま
す
）

＊
「
ひ
ろ
ば
」
欄
に
つ
い
て
＊

「
ひ
ろ
ば
」
欄
は
市
内
の
団
体
・

グ
ル
ー
プ
活
動
の
お
知
ら
せ
の
場
で

す
。
各
団
体
に
公
平
に
紙
面
を
ご
利

用
い
た
だ
く
た
め
に
、
以
下
投
稿
規

定
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

◆
投
稿
規
定

ひ
ろ
ば
欄
に
掲
載
で
き
る
の
は
各

団
体
３
ヵ
月
に
一
回
で
す
（
例
え
ば
、

６
月
号
に
掲
載
し
た
場
合
、
次
に
掲

載
で
き
る
の
は
９
月
号
以
降
に
な
り

ま
す
）。

※
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
。

◆
掲
載
方
法

原
稿
用
紙
は
、
公
民
館
２
階
受
付

で
お
渡
し
し
ま
す
。

原
稿
の
締
切
り
は
、
掲
載
希
望
月

の
前
月
７
日
の
午
後
５
時
で
す
（
７

日
が
月
曜
日
の
場
合
は
、
翌
日
８
日

ま
で
）。
イ
ベ
ン
ト
の
案
内
は
、
原

則
と
し
て
掲
載
月
の
７
日
か
ら
翌
月

６
日
ま
で
の
お
知
ら
せ
を
掲
載
し
ま

す
。

西川先生（中央）を中心に
ハンドベルのハーモニーを奏でる♪


