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講座参加者の声講座参加者の声
　公民館では年間を通してさまざまな主催講座を行っています。今回は２～　公民館では年間を通してさまざまな主催講座を行っています。今回は２～
３月に実施した講座に参加された方々に、感想を寄せていただきました。参３月に実施した講座に参加された方々に、感想を寄せていただきました。参
加していない方にも、講座を通じた学びを味わっていただけると幸いです。加していない方にも、講座を通じた学びを味わっていただけると幸いです。

要
な
フ
ォ
ロ
ー
は
勉
強
だ
け
で
は
な
い

こ
と
、
学
校
を
休
ん
で
い
る
間
の
子
ど

も
の
気
持
ち
や
、
ど
ん
な
不
利
益
が
生

じ
る
か
な
ど
を
学
び
、
具
体
的
な
支
援

方
法
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
心
理
的
安
全
性
（
心
身
と
も
に

安
心
し
て
く
つ
ろ
げ
る
場
所
が
あ
る
こ

と
）
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
子
の
強

み
を
見
つ
け
て
小
さ
な
成
功
体
験
を
積

み
重
ね
、
子
ど
も
の
実
態
に
合
わ
せ
て

心
身
の
回
復
と
自
発
的
な
挑
戦
へ
の
橋

渡
し
を
行
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と

い
う
こ
と
で
し
た
。
ま
た
、
不
登
校
の

子
を
支
援
す
る
場
所
が
学
校
以
外
に
も

た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

「
児
童
生
徒
が
学
校
に
登
校
す
る
と
い

う
結
果
」
が
目
標
で
は
な
く
「
社
会
的

に
自
立
す
る
こ
と
」
を
目
標
と
す
る
こ

と
が
必
要
と
学
び
、
後
半
の
グ
ル
ー
プ

の
話
し
合
い
の
中
で
は
、
不
登
校
の
お

子
さ
ん
を
抱
え
て
い
る
親
御
さ
ん
が
、

日
々
の
揺
れ
る
思
い
、
精
一
杯
の
努
力

や
工
夫
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
話
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

多
様
性
の
あ
る
社
会
が
大
切
と
言
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
正
し
い

知
識
や
柔
軟
な
考
え
を
持
ち
、
こ
う
あ

る
べ
き
と
い
う
固
定
観
念
や
自
分
の
経

験
値
に
と
ら
わ
れ
な
い
、
ま
し
て
や
そ

れ
を
人
に
押
し
付
け
な
い
、
そ
ん
な
自

分
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

講
師
の
方
の
デ
ー
タ
を
基
に
し
た
説

明
は
わ
か
り
や
す
く
、
と
て
も
勉
強
に

な
り
ま
し
た
。
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

ま
た
参
加
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
子
ど
も
に
関
わ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
、

そ
れ
に
活
か
し
た
い
と
の
思
い
か
ら
、

こ
の
講
座
に
参
加
し
ま
し
た
。

令
和
４
年
度
の
小
中
学
校
に
お
け
る

不
登
校
児
童
生
徒
は
約
３０
万
人
で
、
さ

ら
に
増
え
続
け
て
い
る
そ
う
で
す
。
講

座
で
は
、
不
登
校
の
定
義
、
不
登
校
を

ど
う
と
ら
え
る
か
、
支
援
の
在
り
方
な

ど
を
教
え
て
い
た
だ
き
、
後
半
は
グ
ル

ー
プ
に
分
か
れ
て
話
し
合
い
を
し
ま
し

た
。
そ
の
中
で
、
不
登
校
の
要
因
は
、

個
（
本
人
や
家
族
）
の
問
題
だ
け
で
な

く
、
学
校
な
ど
の
環
境
に
よ
る
も
の
と

の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
現
象
で

あ
る
こ
と
や
、
児
童
生
徒
に
対
す
る
必

知
る
こ
と
の
大
切
さ
を
学
ぶ

安あ

達だ
ち

　
規の

り

予よ

３月１日開催〈教育講座〉 
「不登校の子どもに寄り添う」

講師の田
た

嶌
じま

大
ひろ

樹
き

さん（東京学芸大学）
は、社会的に困難な状況にある子ども
たちに対する、学校・家庭・地域にお
ける支援の実践研究をされています。
この講座は不登校児童生徒の保護者の
お話会を開催している市民団体（くに
c
コ ム

omm、国分寺の不登校を考える会）
にもご協力いただきました。

講座担当者から
社会問題でもあり地域課題でも
ある不登校について、保護者や周
りの大人ができることを一緒に考
える機会にするために、企画しま
した。
６月８日（土）には、不登校の
一歩手前の「登校しぶり」をテー
マにした講座を開催します。初め
ての方もぜひご参加ください。

子どもが「学校に行きたくない」 
と言ったとき、大人ができること

講　師　阿部　伸
しん

一
いち

�
� （株式会社REO代表取締役）
と　き　６月８日（土）朝１０時～１２時
ところ　公民館　３階講座室
定　員　２５名（申込先着順）
申込先　電話で公民館へ

「子どもにとっての学びの場は、地域
に様々ある」

６月開催　教育講座のご案内
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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、

子
育
て
真
っ
最
中
の
親
と
し
て
、
子

ど
も
た
ち
に
は
心
身
と
も
に
健
や
か
に

育
っ
て
ほ
し
い
。
演
劇
教
育
？
楽
し
そ

う
だ
け
ど
ど
ん
な
教
育
な
ん
だ
ろ
う
、

ど
ん
な
子
ど
も
が
育
つ
ん
だ
ろ
う
と
興

味
を
持
ち
ま
し
た
。

先
生
の
教
え
て
い
た
高
校
で
は
、
国

語
や
数
学
と
同
じ
よ
う
に
、
演
劇
と
い

う
教
科
が
週
４
コ
マ
あ
り
、
身
体
を
使

い
、
協
力
し
て
作
品
を
創
っ
て
発
表
す

る
中
で
、
表
現
方
法
を
学
ん
で
い
ま
す
。

し
か
し
講
師
の
お
話
に
よ
る
と
、
実

際
の
令
和
の
教
室
に
お
い
て
、
そ
れ
は

簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
生
徒
た
ち
の

体
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
眠
っ
て
い
る
し
、

友
達
グ
ル
ー
プ
が
固
定
化
し
て
い
て
協

働
が
で
き
な
い
、
失
敗
を
極
力
避
け
る

か
ら
皆
の
前
で
発
言
す
る
の
を
避
け
る
。

だ
か
ら
ま
ず
は
、
先
生
が
硬
直
し
た
ク

ラ
ス
の
雰
囲
気
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
表
現

し
て
も
大
丈
夫
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え

て
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
ん
だ
そ
う
で
す
。

長
く
高
校
の
現
場
で
、
肌
で
感
じ
て

き
た
先
生
の
語
る
令
和
の
教
室
の
閉
塞

感
は
、
と
て
も
リ
ア
ル
で
衝
撃
を
受
け

ま
し
た
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
子
ど
も
た

ち
は
生
き
抜
い
て
い
か
な
い
と
い
け
な

い
の
か
、
と
震
撼
し
ま
し
た
。

講
座
の
後
半
で
は
、
授
業
で
行
わ
れ

て
い
る
ワ
ー
ク
を
実
際
に
体
験
し
ま
し

た
。
最
初
は
参
加
者
が
円
に
な
っ
て
座

土
曜
日
の
昼
下
が
り
、
元
出
光
美
術

館
学
芸
員
の
柏
木
麻
里
講
師
に
よ
る
講

座
を
受
講
し
た
。
や
き
も
の
は
以
前
か

ら
興
味
が
あ
り
日
用
品
の
お
茶
碗
か
ら

美
術
品
に
到
る
ま
で
い
ろ
ん
な
場
所
で

や
き
も
の
と
出
会
い
な
が
ら
今
日
ま
で

楽
し
ん
で
き
た
。

講
座
内
容
は
始
め
に
や
き
も
の
の
歴

史
に
つ
い
て
話
さ
れ
た
。
歴
史
上
の
大

き
な
変
貌
と
し
て
、
奈
良
・
平
安
時
代

に
奈
良
三さ

ん

彩さ
い

と
緑り

ょ
く

釉ゆ
う

陶
器
が
登
場
、
鎌

倉
・
室
町
時
代
に
は
中
国
様
式
か
ら
和

様
に
変
化
し
、
や
が
て
六ろ

っ

古こ

窯よ
う

と
呼
ば

れ
る
常と

こ

滑な
め

な
ど
で
や
き
も
の
が
盛
ん

に
作
ら
れ
た
こ
と
。
桃
山
時
代
に
入
る

と
茶ち

ゃ

陶と
う

の
中
に
爆
発
と
も
呼
ば
れ
る

り
、
自
分
の
足
を
マ
ッ
サ
ー
ジ
し
て
体

を
ほ
ぐ
す
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

次
は
リ
ズ
ム
に
の
せ
て
自
分
の
名
前
を

名
乗
り
、
皆
が
呼
び
返
す
コ
ー
ル
＆
レ

ス
ポ
ン
ス
。
順
番
が
ま
わ
っ
て
く
る
と

次
第
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
る
し
、

名
前
を
呼
ん
で
も
ら
え
る
と
ど
こ
か
ホ

ッ
と
す
る
自
分
が
い
ま
し
た
。
続
い
て

名
前
や
誕
生
日
の
順
に
一
列
に
並
ん
だ

り
、
仮
想
の
地
図
上
に
自
分
の
住
所
を

見
定
め
素
早
く
座
る
ゲ
ー
ム
。
こ
の
辺

り
か
ら
参
加
者
た
ち
、
ほ
ど
け
て
つ
な

が
り
が
強
ま
っ
て
き
た
感
じ
で
、
う
ち

は
西
！
青
柳
！
な
ど
の
言
葉
を
交
わ
し

て
仮
想
の
地
図
を
皆
で
共
有
し
、
心
を

一
つ
に
自
然
と
協
働
し
て
い
ま
し
た
。

終
わ
っ
て
み
る
と
、
心
身
が
ほ
ぐ
さ

れ
て
、
温
か
く
て
和
や
か
な
雰
囲
気
が

そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。
自
分
は
武
装
解

除
さ
れ
て
丸
腰
に
さ
れ
た
よ
う
な
感
覚

に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
ん
な
飾
ら
な
い

自
分
を
こ
の
集
団
は
受
け
入
れ
て
く
れ

る
、
そ
の
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
安
心
で
き

る
こ
と
か
。
た
っ
た
一
回
で
も
そ
う
感

じ
る
の
に
、
こ
ん
な
授
業
を
１
年
間
、

同
じ
メ
ン
バ
ー
で
続
け
た
ら
ど
う
な
る

ん
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
楽
し
い
雰
囲
気
の

ク
ラ
ス
で
過
ご
せ
た
ら
ど
ん
な
に
幸
せ

で
、
ど
れ
ほ
ど
心
身
と
も
に
健
や
か
に

成
長
で
き
る
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
れ
か
ら
の
学
校
教
育
は
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
内
容
以
上
に
、
学
ぶ
場
の
雰
囲

気
や
環
境
が
重
視
さ
れ
て
も
良
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
演
劇
教
育
は
大
人
に

も
数
々
の
気
づ
き
を
与
え
て
く
れ
る
よ

う
で
す
。

今
、
令
和
の
教
室
に
必
要
な
こ
と

佐
藤
　
雅
昭

２月８日開催 
〈ドラマ教育講座〉 
「演劇教育って何だろう？」

講師の石井路子さん（ドラマテ
ィーチャー、芸術文化専門職大
学）は、高校での演劇教育を長
く実践し、表現を通した他者と
の関わり方を教えています。講
座前半は令和の教室の現状と演
劇教育の目的を学び、後半では
実際に授業で行っているワーク
を体験しました。

「教わる」よりも「気づく」が大事

はだしになって、体を動かします。

２月１７日、２４日開催 
〈文化芸術講座〉 
「もっとやきものを楽しもう！」

講師の柏木麻里さん（慶應義塾
大学非常勤講師）は、出

いで

光
みつ

美術館
の学芸員として、陶芸の展覧会
を数多く企画されてきました。
第１回では鑑賞のポイントと縄
文時代から安土桃山時代までの
作品紹介、第２回は江戸時代か
ら近代までの作品と文化史につ
いて解説していただきました。

や
き
も
の
は
豊
か
な
生
活
の
伴
侶
者

津
田
　
仁ひ

と
し

講座担当者から
グループや集団の中でよりよい関係性の

構築、協働のためにどうしたらいいんだろう
……そういった悩みや疑問をお持ちの方もい
らっしゃると思います。そこで、主にコミュ
ニケーション能力の向上を目的とする「ドラ
マ教育」に着目しました。今回は、子どもた
ちにとって、安心して自分を表現し、トライ
アンドエラーをできる環境がどのように構築
されるのか知ると共に、「ドラマ教育」の実
際を体験する機会になりました。



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

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、

新
し
い
美
の
創
造
が
あ
り
、
江
戸
時
代

に
な
る
と
磁
器
が
誕
生
、
染そ

め

付つ
け

が
伊い

万ま

里り

で
始
め
ら
れ
、
そ
の
後
日
用
品
が
庶

民
に
も
普
及
し
京き

ょ
う
や
き焼
や
国く

に

焼や
き

が
日
本

各
地
で
面
と
し
て
発
達
し
て
き
た
こ
と
。

最
後
に
近
代
陶
芸
は
パ
リ
の
万
国
博

覧
会
に
陶
磁
器
が
出
品
さ
れ
た
の
を
契

機
に
、
個
人
作
家
の
時
代
と
な
り
、
そ

の
代
表
格
と
し
て
板い

た
谷や

波は

山ざ
ん

が
あ
げ
ら

れ
た
。
こ
こ
で
余
談
だ
が
、
柏
木
講
師

は
以
前
、
出
光
美
術
館
で
板
谷
波
山
の

回
顧
展
を
担
当
さ
れ
て
お
り
、
私
は
偶

然
に
も
そ
の
展
覧
会
に
行
き
図
録
を
購

入
し
て
い
た
。
こ
の
感
想
文
を
書
い
て

い
る
と
き
そ
の
図
録
を
思
い
出
し
て
開

い
た
ら
な
ん
と
講
師
の
名
前
が
出
て
い

た
の
で
び
っ
く
り
！
今
回
の
講
座
と
の

不
思
議
な
縁
を
感
じ
た
。

次
に
鑑
賞
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
話

さ
れ
た
。
鑑
賞
に
あ
た
っ
て
は
、
や
き

も
の
の
土
、
釉ゆ

う

薬や
く

、
形
、
大
き
さ
、
厚

さ
、
重
さ
、
文
様
を
み
る
。
そ
し
て
文

様
、
色
彩
は
社
会
の
中
で
定
め
ら
れ
た

意
味
が
あ
る
こ
と
を
知
る
。
や
き
も
の

の
部
分
の
呼
び
方
は
、
人
の
よ
う
に
口
、

首
、
耳
、
肩
、
胴
、
腰
、
高こ

う

台だ
い

、
底
が

あ
り
、
最
終
的
な
鑑
賞
の
仕
方
は
、
目

で
見
る
、
手
で
触
れ
る
、
口
で
触
れ
る
、

重
さ
を
感
じ
る
、
質
感
を
感
じ
る
、
温

感
冷
感
を
感
じ
る
、
音
を
聴
く
な
ど
身

体
感
覚
を
総
動
員
し
て
行
う
こ
と
が
求

め
ら
れ
た
。

ま
た
、
や
き
も
の
を
日
本
文
化
と
し

て
と
ら
え
た
側
面
か
ら
も
話
さ
れ
た
。

今
回
の
講
座
を
受
講
し
て
や
き
も
の

の
奥
深
さ
と
楽
し
さ
を
学
び
、
ま
す
ま

す
、
や
き
も
の
に
興
味
が
わ
い
て
き
た
。

美しいやきものの数々が映し出されます

やきものの各部位の名称

２
０
２
４（
令
和
６
）年
度

 

公
民
館
講
座
・
催
し
年
間
予
定

公
民
館
で
は
５
つ
の
テ
ー
マ
に
基
づ
き
、
講

座
を
主
催
し
て
い
ま
す
。
毎
月
の
公
民
館
だ
よ

り
を
ご
確
認
い
た
だ
き
、
ご
興
味
の
あ
る
講
座

に
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

事業テーマ 開催時期

①
現
代
社
会
の
課
題
を
考
え
る

教育（不登校） ６月８日～

共生社会（リカバリーの学校） ６月１５日～

人権（ハンセン病） ６月１５日～

環境 ７月～

平和 ８月～

情報科学（ＡＩ） ８月～

近現代史（女性史） ９月～

健康（スポーツ） ９月～

多文化共生 ９月～

性教育 ９月～

憲法 １０月～

ドラマ教育 １２月～

ジェンダー（政治経済） １２月～

福祉教育 １月～

②
共
生
の
地
域
社
会
を
育
む

学習支援（LABO☆くにスタ） 通年開催

生活のための日本語講座 通年開催

にほんごサロン／KUNIBO 通年開催

シルバー学習室 通年開催

青年室活動（コーヒーハウス） 通年開催

しょうがいしゃ青年教室 通年開催

女性のライフデザイン ５月２３日～

親子で遊ぼう考えよう ５月２６日～

男性対象（料理教室） ７月２７日～

若者支援（ユースワーク） ７月１日～

日本語教育入門 １月～

事業テーマ 開催時期

③
ま
ち
を
知
る
、

　
　
　
　
　
　
　
地
域
か
ら
学
ぶ

緑化活動 通年開催

公民館７０周年プレ企画 ４月１４日～

三館連携（図書館・郷土文化館） ８月～

一橋大学連携講座 ９月～

文学と地域 １０月～

天体観測 １１月～

社会教育学習会 １１月～

自然（野鳥観察） １２月～

地域防災 １２月～

地域史 １２月～

④
社
会
を
み
つ
め
、

　
　
　
　
　
文
化
を
つ
く
る

図書室のつどい 通年開催

くにたちブッククラブ 通年開催

映画会 通年開催

古典 ５月３１日～

シネマトーク ６月２３日～

作家と作品（外国文学） ７月～

文化・芸術 ８月～

哲学 １０月～

食文化 ２月～

⑤
表
現
と
創
作

　
　
　
　
を
楽
し
む

身体表現 ５月２５日～

銅版画 ７月～

文章表現 ９月～

短歌（子育て） １０月～

市民文化祭 １０月～

アールブリュット １１月～

※内容・時期は変更の可能性があります。

講座担当者から
文化・芸術講座で取り上げる
テーマを探していたところ、柏
木さんのご著書に出会いまし
た。豊富な知識と、美しいお写
真とともにわかりやすく解説し
てくださり、大変嬉しかったで
す。引き続き、興味深いテーマ
を探していきたいと思います。
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※�この会は、「リカバリーの学校＠くにたち」
を運営する一般社団法人眞山舎と公民館が共
催して開催します。

と　き　７月６日（土）朝１０～１２時
ところ　公民館　地下ホール
定　員　４０名（申込先着順）
申込先　６月１３日（木）朝９時から電話
� またはホームページより申込

「リカバリーの学校＠くにたち」の取り組み
を関係者が紹介し、参加者と共に「リカバリ
ー」や「キョウドウを生きる暮らし」について
「対話」を体験するプログラムです。どなたで
もお気軽にお越しください。

メ
ン
タ
ル
の
不
調
や
し
ょ
う
が
い
、

生
き
づ
ら
さ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
充

実
し
た
人
生
を
送
れ
る
よ
う
な
地
域
を

つ
く
り
た
い
。国
立
市
で
２
０
２
３（
令

和
５
）
年
度
か
ら
、「
リ
カ
バ
リ
ー
」

と
向
き
合
い
、
し
ょ
う
が
い
や
生
き
づ

ら
さ
の
有
無
に
と
ら
わ
れ
ず
に
学
び
あ

う「
リ
カ
バ
リ
ー
の
学
校
＠
く
に
た
ち
」

が
始
ま
り
ま
し
た
。

近
年
、
国
立
市
に
限
ら
ず
、
各
地
で

「
リ
カ
バ
リ
ー
カ
レ
ッ
ジ
」
や
「
リ
カ

バ
リ
ー
の
学
校
」
と
い
う
名
称
で
、「
対

話
」
や
「
共
同
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し

た
学
び
の
場
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

共
通
す
る
の
は「
リ
カ
バ
リ
ー
」を「
回

復
」
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
生

活
や
就
労
、
学
び
な
ど
を
通
じ
て
「
私

な
り
に
社
会
参
加
す
る
プ
ロ
セ
ス
」
と

捉
え
る
視
点
で
す
。

「
リ
カ
バ
リ
ー
の
学
校
＠
く
に
た
ち
」

は
、
他
者
と
の
対
話
を
重
ね
な
が
ら
地

域
で
共
に
生
き
る
関
係
を
つ
く
る
こ
と

＝
「
キ
ョ
ウ
ド
ウ
を
生
き
る
暮
ら
し
」

を
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
、「
リ
カ
バ
リ

ー
」「
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
サ
ッ
カ
ー
」「
ク

ラ
フ
ト
」「
リ
ト
ミ
ッ
ク
」
の
各
テ
ー

マ
で
学
習
・
対
話
・
交
流
す
る
講
座
を

実
施
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
度
、
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
に

関
す
る
中
間
成
果
報
告
会
を
開
催
し
ま

す
。
ど
な
た
で
も
お
気
軽
に
お
越
し
い

た
だ
き
、
共
に
生
き
る
地
域
の
あ
り
方

を
一
緒
に
考
え
ら
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。

併
せ
て
２
０
２
４
（
令
和
６
）
年
度

の
各
講
座
は
、「
リ
カ
バ
リ
ー
の
学
校
＠

く
に
た
ち
」
特
設
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら

ご
覧
い
た
だ
き
、
新
た
に
始
ま
る
講
座

へ
ぜ
ひ
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
！

※�

「
リ
カ
バ
リ
ー
の
学
校
＠
く
に
た
ち
」

は
、
一
般
社
団
法
人
眞さ

な
山や

ま
舎や

が
文
部

科
学
省
「
学
校
卒
業
後
に
お
け
る
障

害
者
の
学
び
の
支
援
推
進
事
業
」
の

委
託
を
受
け
、
国
立
市
公
民
館
の
ほ

か
福
祉
事
業
所
な
ど
と
連
携
し
て
実

施
し
て
い
ま
す
。

公民館も連携している公民館も連携している
「リカバリーの学校＠くにたち」「リカバリーの学校＠くにたち」がが

� 今年もはじまります！� 今年もはじまります！←「リカバリーの学校＠くにたち」特設サイト

↑ダイバーシティサッカー
は対話を大切にします

ボールが落ちないように…
ダイバーシティサッカーの
ウォーミングアップから↓

取り組みの報告：土屋　一
かず

登
と

（一般社団法人眞
さな

山
やま

舎
や

）

みんなで語る・リレートーク：

飯野　雄治（リカバリーの学校　調布校）
三
み

⾕
たに

　宏光
�（昨年度リカバリーの学校＠くにたち参加者）

関根　義
よし

矢
や

（国立市しょうがいしゃ支援課）

槙野　岳
たけ

志
し

� （DIY⼯房クミタテ／一橋大学研究補助員）

菊地　宏
こう

亮
すけ

� （国立市公民館コーヒーハウススタッフ）
池⽥　希

き

咲
さき

（bumPo―伴歩―）ほか

―「リカバリーの学校＠くにたち」中間成果報告会――「リカバリーの学校＠くにたち」中間成果報告会―
〈生きづらさ〉からはじまる対話と学び〈生きづらさ〉からはじまる対話と学び

〈共生社会のマナビ〉〈共生社会のマナビ〉

←富士見台「クミタテ」で
クラフト講座

↑リトミック講座で非言語コミュニケーション

連続講座「リカバリーの学校」の対話時間 対話後にみんなでパチリ！
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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、

監督　渋谷実　脚本　松山善三　音楽　黛敏郎
出演　�笠智衆、淡島千景、岩下志麻、川津祐介、乙羽信子、

北林谷栄、高峰三枝子、三木のり平　ほか

変わり者の大学教授が巻き起こすてんやわんやの珍騒動
を描いて、《隠れた名作》との呼び声も高い松竹人情劇の
秀作。
笠智衆が変わり者の大学教授を演じて、小津作品の時と
はひと味違う魅力を見せる。特に、人の好い泥棒を演じた
三木のり平とのすっとぼけたやりとりは秀逸。
監督は『てんやわんや』（１９５０年）『本日休診』（１９５２
年）など風刺の効いた喜劇に定評のあった名匠・渋谷実。

〈シネマトーク〉
「あるがままの役者ありき　笠智衆」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、日本を代表
する名優・笠智衆の魅力についてうかがいます。

と　き　６月２３日（日）昼２時～（開場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　６月１２日（水）朝９時～　電話で公民館へ
＊�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。

お　話　今井　直
なおと

人（元尼崎市立ユース交流センター）�
佐
さ

渡
ど

　加奈子（ＮＰＯカタリバ・アダチベース）�
青山　鉄兵（文教大学／国立市公民館運営審議会委員）

昨年４月にオープンした矢川プラスは、多くの子ども・若
者たちが集う「居場所」として機能しています。また、公民館
や地域には、これまでたくさんの子ども・若者を支え、共に
場をつくる市民の活動が展開され、ひろがってきました。
こうした支援や場づくりが地域に増えるにつれて、それ

ぞれの「場」には、課題も生まれています。たとえば、
「小学生は来てくれるけど中高生がきてくれない……」、
「他者に迷惑をかける行為にどう向き合ったら……」、「場
づくりや運営に子ども・若者自身の意見をどう反映するか
……」などなど……。
そこで今回は、全国で活躍するユースワーカーをお招き

して、具体的にどんな場づくりや支援をしているのか、
「ユースワーク」の実際をあれこれお伺いしたいと思いま
す。どなたもお気軽にご参加ください。若者大歓迎！
※本講座は、公民館と矢川プラスが連携して開催します。
と　き　７月１日（月）夜７時～９時
ところ　矢川プラス　多目的ルーム
定　員　３０名（申込先着順）
申込先　６月１１日（火）朝９時から電話
� またはホームページより申込

講師　黒
くろやなぎ

栁　桂子（管理栄養士・岡崎医療刑務所）

刑務所の食事は受刑者が作っていることをご存知です
か？たまたま転職で刑務所の栄養士になった黒栁さんは、
職場でこのことを告げられたとき驚きました。さらに、受
刑者に調理を教えるのは自分であることにも戸惑います。
そんな黒栁さんが、刑務所ならではの決まりや予算の制

限の中、調理に不慣れな男性受刑者達と、彼らにとって大
きな楽しみである食事を作ることに奮闘します。
同じ食事を作る者同士として受刑者と接する黒栁さんの

著書からは、刑務所で過ごす彼らとの自然なやりとりや黒
栁さんが感じた素直な印象が伝わってきます。
初めは怖いと思った彼らを、これまでの職歴ではなく、

何を食べて育ったのかという食歴に今は興味があるとおっ
しゃる黒栁さんにお話を伺います。

〈黒栁さんの本〉表題作（朝日新聞出版）

と　き　７月１４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　６月１３日（木）朝９時～
� 電話またはホームページより申込

映画上映　�CIE フィルム『みんなの学校』（１９５０年／２０分）
DVD版『公民館』（１９５０年／３２分）

お話　長澤　成
せい

次
じ

（千葉大学名誉教授�
� ／国立市公民館運営審議会委員）

「ナトコ映画」とは、第二次大戦後の占領期に「視聴覚
教育を通じ日本人の国際情勢に対する啓蒙と日本の民主化
をはかるため」（文部次官通達、１９４８年）上映された民間
情報教育局（CIE）の教育映画（約４００本）です。アメリ
カ・シカゴのナショナルカンパニー社製の１６ミリ映写機
（商品名・NATCO）によって上映されたことから、通称
「ナトコ映画」と呼ばれています。
今回は、ナトコ映写機で実写するCIE フィルムと映画
『公民館』を鑑賞しながら、「啓蒙」・「民主化」政策の影
響を受けた占領期の社会教育について学びます。
これを手がかりに、当時の国立町で
盛んに行われてきた映画会などの視聴
覚教育の歴史を考えます。

と　き　７月２日（火） 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　６月１１日（火）朝９時～
� 電話で公民館へ

〈公民館開館７０周年プレ学習会〉〈公民館開館７０周年プレ学習会〉

７０年前のナトコ映写機による映画上映会７０年前のナトコ映写機による映画上映会
―占領期社会教育をふり返る――占領期社会教育をふり返る―

〈〈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〉

『『好好
こうこ う

人人
じ んじ ん

好好
こ うこ う

日日
じ つじ つ

』』
松竹　１９６１年　カラー８８分　※ＤＶＤ版松竹　１９６１年　カラー８８分　※ＤＶＤ版

〈図書室のつどい〉〈図書室のつどい〉

めざせ！　ムショラン三ツ星めざせ！　ムショラン三ツ星
―刑務所栄養士、今日も受刑者とクサくないメシ作ります――刑務所栄養士、今日も受刑者とクサくないメシ作ります―

子ども・若者の「居場所」と「参画」を
つくる・支える１００の方法

―全国のユースワーカーにあれこれ聞いてみよう！―



(6)第 号く に た ち 公 民 館 だ よ り年（令和 6年） 7722024 6　月　日6 5

https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kyoiku/8453.html

お　話　田中　慶
けい

子
こ

（同時通訳者）

著者の田中さんは、高校時代、不登校になった経験があ
ります。進級・卒業に必要な出席日数をかろうじて満た
し、高校卒業後、劇団研究員やＮＰＯ活動を経て、一念発
起してアメリカの大学に入学しました。努力と苦労を重ね
て大学を卒業し、帰国後はＮＰＯ法人や外資系通信社など
の勤務や同時通訳の勉強をされ、フリーランスの同時通訳
者となりました。
小学生の頃から集団行動に違和感を覚えながらも学校生

活を送っていた田中さんに、小中高生時代の苦悩、英語と
格闘した留学生活、同時通訳者になるまでの道のり、同時
通訳者として心掛けていることなどをお話いただきます。
先の見えない不安や焦りがあっても、目標や希望を持って
生きることの大切さを学ぶ機会にしたいと思います。

＜田中さんの本＞表題作（KADOKAWA）､『新しい英語力の
教室　同時通訳者が教える本当に使える英語術』（インプレス）

と　き　７月２０日（土）朝１０時～１２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１８日（火）朝９時～
	 電話またはホームページより申込

今年のくにたち市民文化祭の開催期間が決まりました。
今年は２５組を超える団体が参加予定です。
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。

◆開催期間　１０月１５日（火）～１１月２４日（日）

◆実行委員長　佐藤　寛
ひろし

（総合美術展）

◆次回実行委員会
と　き　６月２０日（木）夜７時～
ところ　公民館　地下ホール
問合先　電話で公民館へ

ハンセン病は感染力の極めて弱い病原菌（らい菌）によ
る感染症で、既に薬と治療法が確立された完治する病気で
すが、患者や回復者に対する不当な隔離政策が助長・作出
した偏見や差別は長く続き、それは現在も続いています。

講　師　吉
よし

國
くに

　元
もと

（国立ハンセン病資料館学芸員）

国立ハンセン病資料館※（東村山市）を訪問し、現在実
施中の企画展を見学します。担当学芸員の方のギャラリー
トークの他、多磨全生園における絵画活動等と関連する文
芸についてお話を伺います。
と　き　６月１５日（土）朝１０時～１２時（現地集合・解散）
ところ　国

こく

立
りつ

ハンセン病資料館（東村山市青葉町４–１–３）
	 西武新宿線久米川駅北口よりバス２０分
定　員　３０名（申込先着順）
申込先　６月７日（金）朝９時～
	 電話またはホームページより申込

本年度、国立市公民館では、ハンセン病患者・回復者の
多彩な文芸活動に焦点を当て、改めてハンセン病を学び、
人権について考える連続講座を実施します。

●連続講座②	 	●連続講座②	 	
ハンセン病歌人・ハンセン病歌人・明明

あかしあ か し

石石海海
かいかい

人人
じんじん

の生涯の生涯

講　師　松岡　秀明（東京大学死生学・応用倫理センター）

「長寿を保ったら昭和時代を代表する大歌人となった」
と大岡信

まこと

に言わしめた明石海人は、ハンセン病を患い過酷
な運命に苦悩しながらも、その壮絶なる境涯を短歌に詠み
ました。遺された数々の作品を通し、海人の生涯について
お話しを伺います。
と　き　７月７日（日）朝１０時～１２時
ところ　公民館　講座室
定　員　３０名（申込先着順）
申込先　６月１４日（金）朝９時～
	 電話またはホームページより申込

〈図書室のつどい〉〈図書室のつどい〉

不登校の女子高生が不登校の女子高生が
日本トップクラスの日本トップクラスの
同時通訳者になれた同時通訳者になれた理理

わわ

由由
けけ

〈人権講座〉〈人権講座〉

ハンセン病患者 ・回復者の多彩な文芸活動ハンセン病患者 ・回復者の多彩な文芸活動

講　師　大
おお

木
き

　志
し

門
もん

（東海大学・日本近代文学）

と　き　６月１３日（木）夜７時半～９時半
ところ　公民館　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
＊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。年間予定など、詳しくはホームページをご確認ください。

〈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―

坂東眞砂子『神祭』坂東眞砂子『神祭』（角川文庫）（角川文庫）

第第６９６９回くにたち市民文化祭回くにたち市民文化祭
開催期間が決まりました！開催期間が決まりました！

※�国立ハンセン病資料館は、ハンセン病患者・回復者が自らの生きた証を残し、ハンセン病に対する誤解と偏見が繰り返されないことを願い、国立療養所
多磨全生園の隣接地に設立された「高松宮記念ハンセン病資料館」が２００７（平成１９）年にリニューアルされたもので、昨年、開館３０周年を迎えています。

●連続講座①	●連続講座①	 	―絵ごころでつながる――絵ごころでつながる―

多多
たた

磨磨
まま

全全
ぜ んぜ ん

生生
しょうしょう

園園
え んえ ん

絵画の１００年絵画の１００年



(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。

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無料で貸し出しています。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、小さめ
の会議室としても利用できます。

２０２３（令和５）年度２０２３（令和５）年度
　　公民館の施設利用状況について　　公民館の施設利用状況について

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 ９２．０ ８８．８ ７１．９ ８０．９ ７７．７ ６４．９ ６７．７ ６０．９
午後 ９０．８ ８３．１ ７７．６ ７９．９ ８１．４ ６４．１ ７０．０ ５９．５
夜間 ９１．８ ７１．５ ４９．３ ３８．０ ４２．４ ３１．４ ４２．６ １５．３

■令和５年度時間帯別会場利用率（単位％）

（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
なして回数を算出し、この数を年間延べ開室回数で割り、利用率を
算出している。

ホールの利用率は平均９１．２％と最も高く、次に音楽
室が平均７８．９％、続いて、中集会室、集会室、講座
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影響等により低迷していた
会場全体の利用率は６３．７％となり、前年度の６３．２％か
ら若干増加しました。

ー８月（ロビー９月分）
　会場調整会のお知らせー

申込書のポスト投入期間 ６月１日（土）～２７日（木）

公用使用の貼り出し ６月１１日（火）頃

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）

６月２９日（土）

会場調整会 ７月６日（土）朝１０時～

※会場調整会は朝１０時までに受付を済ませてください。

▶重なり状況

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合せください（配布数
に限りがあります）。ご覧いただき、ぜひ今年度の取り
組みにご参加ください。

くにたちブッククラブでは、毎年
講習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。
講師の小

お

平
だいら

麻衣子さんによる講義
録「小川洋子『約束された移動』を
読む」も掲載しています。

２０２３（令和５）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。

くにたちブッククラブ
『記憶の欠片をひろい集めて』

『第６８回　くにたち市民文化祭　―記録集―
出会い！発見！新たなエネルギー』

こちらの発行物は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。

公
民
館
運
営
審
議
会
報
告

公
民
館
運
営
審
議
会
報
告

５
月
１４
日
㈫
第
３４
期
第
１９
回
定
例
会

を
開
催
。
委
員
１４
名
。
館
長
、
職
員
２

名
出
席
。
傍
聴
人
５
名
。

前
回
議
事
録
確
認 

報
告
事
項

公
民
館
だ
よ
り
編
集
研
究
委
員
会
報

告
。
特
集
記
事
は
参
加
者
の
声
の
字
数

が
小
さ
く
て
読
み
に
く
い
と
の
声
あ
り
、

工
夫
が
必
要
。
会
場
調
整
会
の
記
事
は

双
方
向
性
が
み
ら
れ
た
。

社
会
教
育
委
員
の
会
は
答
申
作
成
に

向
け
活
動
中
。

東
京
都
公
民
館
連
絡
協
議
会
よ
り
定

期
総
会
の
報
告
。
令
和
６
年
度
は
清
水

館
長
が
研
究
大
会
事
務
局
長
と
な
り
国

立
市
で
開
催
す
る
。
都
公
連
は
任
意
団

体
で
あ
る
が
、
今
後
も
研
修
実
施
・
情

 

議
事
録
修
正
あ
り

報
共
有
の
貴
重
な
場
と
捉
え
参
画
す
る
。

そ
の
他
、
公
民
館
職
員
体
制
の
充
実

等
に
関
す
る
要
望
書
に
つ
い
て
市
長
・

教
育
長
と
面
談
を
行
い
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
体
制

も
含
め
て
一
定
の
理
解
を
共
有
し
た
。

審
議
事
項

諮
問「
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
審
議
。
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
班
よ
り
１１
名
の
市
民
の
方
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
終
了
し
、
公
民
館
未

利
用
者
と
の
接
点
を
探
る
べ
く
、
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
デ
ー
タ
を
吟
味
し
て
い
く
。

ア
ン
ケ
ー
ト
班
は
公
民
館
職
員
の
ヒ
ア

リ
ン
グ
を
終
了
し
、
項
目
別
に
文
章
化

す
る
。
今
後
答
申
書
の
構
成
案
を
再
度

整
理
し
、
議
論
す
る
。

次
回
６
月
１１
日
（
火
）
夜
７
時
１５
分

か
ら
講
座
室
。
傍
聴
歓
迎
。�

（
望
月
）

会場が地下ホールから
３階講座室に変わります
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ひ
ろ
ば

く
に
た
ち
Ｊ
Ｆ
Ｃ
メ
ン
バ
ー
募
集

サ
ッ
カ
ー
を
や
り
た
い
小
学
生
、
募

集
し
て
ま
す
。
見
学
・
体
験
も
で
き
ま

す
。お
申
込
み・お
問
合
せ
は
お
気
軽
に

下
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
。

日
時　

�

毎
週
土
曜
と
第
１
・�

３
日
曜
午
後
他

場
所　

市
内
一
小
と
六
小
校
庭
他

連
絡
先　

小
池
０９０
（
１７０４
）
４
２
３
１

歌
サ
ー
ク
ル
「
す
み
れ
の
会
」

楽
し
く
歌
っ
て
心
と
体
を
元
気
に
し

ま
せ
ん
か
。
季
節
の
歌
や
童
謡
、
歌
謡

曲
な
ど
を
素
敵
な
ピ
ア
ノ
伴
奏
で
歌
う

サ
ー
ク
ル
で
す
。
初
回
は
無
料
で
す
。

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時　

第
２
金
曜
日
朝
１０
時
～
１１
時
半

場
所　

南
市
民
プ
ラ
ザ
多
目
的
ホ
ー
ル

連
絡
先　

川
端
０５０
（
５８５８
）
７
５
７
９

「
Ｋ
Ｓ
Ｃ
」
水
泳
会
員
募
集

国
立
ス
イ
ミ
ン
グ
ク
ラ
ブ
で
は
初
級

か
ら
上
級
ま
で
、
年
齢
も
泳
ぎ
の
レ
ベ

ル
も
幅
広
い
世
代
が
楽
し
く
泳
い
で
い

ま
す
。
ぜ
ひ
一
緒
に
楽
し
く
泳
ぎ
ま
し

ょ
う
。
体
験
は
無
料
で
す
。

日
時　

毎
週
火
曜
日　

夜
８
時
～
９
時

場
所　

総
合
体
育
館
室
内
プ
ー
ル

連
絡
先　

北
０８０
（
３４５８
）
６
９
９
４

テ
ニ
ス
会
員
募
集
「
Ｄ
Ｍ
Ｔ
Ｃ
」

男
女
問
わ
ず
経
験
の
あ
る
方
一
緒
に

ゲ
ー
ム
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。
２０
～
５０

歳
代
、
国
立
市
在
住
の
方
大
歓
迎
。
楽

し
み
な
が
ら
健
康
管
理
に
も
な
り
ま
す
。

お
気
軽
に
体
験
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

日
時　

毎
週
土
日
祝
中
心
に
午
前
２
ｈ

場
所　

谷
保
、
矢
川
、
広
場
コ
ー
ト

連
絡
先　

佐
藤
０９０
（
６５６２
）
９
１
７
５

水
彩
画
「
パ
レ
ッ
ト
」
作
品
展

第
１８
回
作
品
展
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

主
体
美
術
協
会
々
員
の
有
馬
先
生
ご
指

導
の
も
と
「
自
分
ら
し
い
絵
を
」
を
モ

ッ
ト
ー
に
日
々
楽
し
み
な
が
ら
描
い
て

お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
時　

６
月
１５
㈯
～
２２
㈯
、
１７
㈪
休
館

場
所　

公
民
館　

市
民
交
流
ロ
ビ
ー

連
絡
先　

吉
田
０４２
（
５２５
）
５
９
３
０

ｉ-

ｚ
ｅ
（
い
ー
ぜ
）

『
楽
し
い
夏
の
イ
メ
ー
ジ
を
き
り
が

み
ア
ー
ト
し
よ
う
』
予
約
不
要
、
こ
ど

も
３００
円
大
人
５００
円
。
三
歳
か
ら
年
配
の

方
ま
で
ど
な
た
で
も
。
心
豊
か
に
集
中

で
き
る
時
間
と
な
り
ま
す
。

日
時　

６
月
２３
日
㈰　

昼
１
時
半
～

場
所　

�
矢
川
プ
ラ
ス
多
目
的
ホ
ー
ル（
小
）

連
絡
先　

立た
ち

岡お
か

０９０
（
８１０８
）
１
８
０
０

６月８日（土）朝　�教育講座「子どもが『学校に行きたくない』

と言ったとき、大人ができること」

１３日（木）夜　　ブッククラブ　坂
ばん

東
どう

眞
ま

砂
さ

子
こ

『神
じん

祭
さい

』

１5日（土）朝～　「ハンセン病患者・回復者の多彩な文芸活動」

１5日（土）昼　　共生社会のマナビ「私たちはなぜ

� 『生きづらい』のか―民俗学から考える―」

２３日（日）昼　C
シ ネ ボ ッ ク ス

INEVOX・シネマトーク『好
こう

人
じん

好
こう

日
じつ

』

７月１日（月）夜　�矢川プラス「子ども・若者の「居場所」

と「参画」をつくる、支える１00の方法」

２日（火）夜　�公民館開館７0周年プレ学習会�

「７0年前のナトコ映写機による映画上映会

� ―占領期社会教育をふり返る―」

６日（土）朝　「リカバリーの学校＠くにたち」中間成果報告会

� 「〈生きづらさ〉からはじまる対話と学び」

１４日（日）昼　図書室のつどい『めざせ！ムショラン三ツ星』

２0日（土）朝　図書室のつどい『不登校の女子高生が

� 日本トップクラスの同時通訳者になれた理
わ

由
け

』

今月の公民館（６月～７月）

　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

講座等の案内▶

公
民
館
の
地
下
ホ
ー
ル
に
軽
や
か
な

ピ
ア
ノ
の
音
が
鳴
り
始
め
、
１０
組
ほ
ど

の
母
と
子
が
集
ま
っ
て
き
た
。「
ま
ぁ

る
く
な
～
れ
♪
小
さ
く
な
ぁ
れ
♪
」「
せ

ん
せ
い
と
～
お
と
も
だ
ち
～
♪
あ
い
さ

つ
し
よ
う
、
こ
ん
に
ち
は
！
」
主
宰
者

の
サ
ク
マ
さ
ん
は
歌
い
な
が
ら
、「
マ

マ
と
お
手
々
つ
な
げ
る
か
な
」「
お
手

々
を
パ
ッ
！
」
な
ど
と
子
ど
も
た
ち
に

声
か
け
を
し
て
い
く
。
子
ど
も
た
ち
は

音
に
合
わ
せ
て
嬉
し
そ
う
に
駆
け
回
っ

た
り
手
を
広
げ
た
り
す
る
。

次
は
フ
ィ
ル
ム
ケ
ー
ス
に
お
は
じ
き

を
入
れ
た
手
作
り
の
マ
ラ
カ
ス
を
持
っ

て
、
音
に
合
わ
せ
て
頭
の
上
で
お
星
さ

ま
の
よ
う
に
「
き
ら
き
ら
」
と
振
る
。

ピ
ア
ノ
が
止
ま
る
と
静
か
に
し
、
ま
た

音
が
鳴
る
と
「
き
ら
き
ら
」
と
振
る
。

今
度
は
音
階
に
合
わ
せ
、
結
ん
だ
両
手

を
お
腹
の
前
で
ぐ
る
ぐ
る
回
す
。

「
ち
ょ
う
ち
ょ
」
の
歌
で
は
、
親
子

で
手
を
つ
な
い
で
「
き
れ
い
な
羽
で
お

散
歩
に
出
発
し
て
下
さ
い
！
」
ピ
ア
ノ

が
止
ま
る
と
ピ
タ
ッ
と
止
ま
る
。
そ
の

た
び
に
子
ど
も
た
ち
は
笑
っ
て
し
ま
う
。

「
お
花
が
笑
っ
た
」
の
歌
で
は
、
大

き
な
お
花
は
「
ワ
ァ
ッ
ハ
ッ
ハ
～
」
小

さ
な
お
花
は
「
う
ふ
ふ
」
と
、
両
手
を

広
げ
て
左
右
に
揺
ら
し
な
が
ら
笑
う
。

「
今
日
も
楽
し
く
ニ
コ
ニ
コ
笑
顔
。

さ
よ
な
ら
、
さ
よ
な
ら
、
ま
た
今
度
～

♪
」
最
後
に
カ
ー
ド
に
参
加
シ
ー
ル
を

貼
っ
て
も
ら
い
、
お
し
ま
い
と
な
る
。

サ
ク
マ
さ
ん
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
音
楽

と
子
ど
も
が
大
好
き
で
、
リ
ト
ミ
ッ
ク

の
講
師
に
な
る
た
め
の
学
校
に
通
っ
た

と
の
こ
と
。
リ
ト
ミ
ッ
ク
は
リ
ズ
ム
感

覚
を
養
っ
て
い
く
音
楽
教
育
の
一
つ
。

幼
児
期
の
情
操
教
育
に
も
な
り
、
音
楽

的
セ
ン
ス
や
四
肢
の
バ
ラ
ン
ス
が
培
わ

れ
る
。
幼
児
期
は
体
で
感
じ
る
と
同
時

に
、
そ
れ
を
豊
か
に
表
現
す
る
。
そ
こ

に
幸
せ
を
感
じ
、
心
身
の
解
放
に
つ
な

が
る
そ
う
だ
。
走
り
回
る
子
ど
も
た
ち

の
表
情
は
い
き
い
き
し
て
い
た
。

日
時　

�

月
２
回
水
曜
日

　
　
　

昼
２
時
２０
分
～
４
時
３０
分
等

場
所　

公
民
館　

地
下
ホ
ー
ル

連
絡
先　

サ
ク
マ

sem
im
arum

@
hotm

ail.co.jp

会
費　

１
５
０
０
円
／
回

�

〈
文
・
写
真
　
鴇と

き
田た

　
美
緒
〉

〈
サ
ー
ク
ル
訪
問
３
９
２
〉

リ
ト
ミ
ッ
ク
サ
ー
ク
ル

リ
ト
ミ
ッ
ク
サ
ー
ク
ル

��

「
い
ち
ご
み
る
く
」

「
い
ち
ご
み
る
く
」

リズムに合わせて、ぴょんぴょん嬉しそう


