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（ユネスコ学習権宣言）学習権とは、読み書きの権利であり、

慢
性
の
栄
養
失
調
や
伝
染
病
の
流
行
な

ど
で
死
亡
率
が
１
割
を
超
え
る
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
も
う
１
つ
は
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
や
バ
ル
カ
ン
半
島
な
ど
、
東
部
戦

線
で
の
住
民
の
大
量
射
殺
で
す
。
独
ソ

戦
の
開
始
後
、
１
９
４
１
年
の
秋
に
な

る
と
、
い
わ
ゆ
る
絶
滅
収
容
所
と
い
う
、

人
を
集
め
て
殺
す
た
め
の
施
設
が
つ
く

ら
れ
は
じ
め
ま
す
。
一
番
有
名
な
の
が

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
＝
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
で

す
。
ゲ
ッ
ト
ー
、
東
部
戦
線
で
の
大
量

射
殺
、
絶
滅
収
容
所
を
合
わ
せ
る
と
、

ナ
チ
が
支
配
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
殺
害

さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
数
は
、
概
算
で
６００

侵
略
戦
争
と
暴
力
支
配

第
二
次
世
界
大
戦
の
時
代
を
日
本
で

振
り
返
る
時
、我
々
は＂
戦
争
の
時
代
＂

と
し
て
振
り
返
り
ま
す
。
ド
イ
ツ
の
場

合
、あ
の
時
代
は＂
ナ
チ
ズ
ム
の
時
代
＂

で
す
。
そ
こ
で
は
、
戦
争
だ
け
で
な
く
、

少
数
者
や
反
対
者
に
対
す
る
迫
害
の
問

題
も
大
き
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
侵
略
戦
争
と
暴
力
支

配
と
い
う
２
つ
の
問
題
を
同
時
に
考
え

る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
、

ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
対
す
る
迫
害
の
歴
史
は

長
い
の
で
す
が
、
今
回
は
１
９
３

３
年
に
ナ
チ
が
政
権
を
と
っ
た
後

の
話
を
し
ま
す
。

ど
う
い
う
か
た
ち
で
、
ユ
ダ
ヤ

人
の
命
は
奪
わ
れ
て
い
っ
た
の
か
。

１
つ
は
ゲ
ッ
ト
ー
で
す
。
強
制
的

に
ユ
ダ
ヤ
人
だ
け
を
隔
離
し
て
住

ま
わ
せ
た
も
の
で
す
。
人
口
密
度

が
大
変
高
く
、
食
料
も
な
い
の
で

万
近
く
に
上
り
ま
す
。

歴
史
教
育
は
ナ
チ
ズ
ム
を

�

ど
う
伝
え
る
か

ド
イ
ツ
は
、
将
来
の
進
路
に
合
わ
せ

て
教
育
年
数
の
違
う
３
つ
の
学
校
タ
イ

プ
に
分
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ギ
ム
ナ
ジ

ウ
ム
と
い
う
大
学
進
学
者
向
け
の
学
校

で
ど
の
よ
う
な
教
育
を
し
て
い
る
か
に

つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
大
学
に
入
る

ま
で
に
１２
年
間
の
教
育
課
程
が
あ
り
ま

す
が
、
７
年
生
（
日
本
で
は
中
学
１
年

生
）
で
歴
史
教
育
が
始
ま
り
ま
す
。
そ

こ
か
ら
４
年
間
か
け
て
古
代
か
ら
現
代

ま
で
の
通
史
を
学
ん
で
い
き
、
ナ
チ
ズ

ム
に
入
る
の
は
４
年
目
の
１０
年
生
で
す
。

中
等
段
階
の
最
後
の
学
年
が
、
ナ
チ
ズ

ム
を
含
む
現
代
史
を
習
う
時
期
に
な
り

ま
す
。

実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
教
科
書
の
中

身
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
今
日
お
見

せ
す
る
の
は
、『
こ
ん
な
時
代
だ
っ
た
』

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
教
科
書
で
す
。
最

初
に
や
は
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
大
量
殺
り
く

の
問
題
を
ど
う
書
い
て
い
る
か
を
見
て

お
き
ま
し
ょ
う
。
ユ
ダ
ヤ
人
を
絶
滅
す

る
と
い
う
演
説
を
ヒ
ト
ラ
ー
が
国
会
で

開
戦
の
年
に
し
た
こ
と
、当
時
は「
ユ
ダ

ヤ
人
の
絶
滅
」
と
い
う
言
葉
で
は
な
く

「
最
終
解
決
」と
い
う
言
い
方
を
し
た
こ

と
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
工
場
の
よ

う
に
産
業
化
さ
れ
た
殺
害
が
行
わ
れ
た

こ
と
、
ユ
ダ
ヤ
人
も
抵
抗
し
た
こ
と
な

ど
が
非
常
に
細
か
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。

あ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
強
制
収
容
所
で

す
。
体
制
に
反
対
す
る
人
を
拘
束
し
た

り
、
強
制
労
働
さ
せ
た
施
設
を
「
強
制

収
容
所
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
全
部

合
わ
せ
る
と
、
ド
イ
ツ
の
国
内
だ
け
で

も
千
を
超
え
る
数
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

れ
に
加
え
て
絶
滅
収
容
所
が
ポ
ー
ラ
ン

ド
に
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
地
図
、
ア

ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
＝
ビ
ル
ケ
ナ
ウ
に
到

着
し
て
、
列
車
か
ら
降
ろ
さ
れ
選
別
を

受
け
る
様
子
や
、
そ
の
選
別
で
ガ
ス
室

行
き
と
決
ま
っ
た
人
た
ち
が
そ
ち
ら
に

向
か
っ
て
進
ん
で
い
く
様
子
を
写
し
た

写
真
が
こ
の
教
科
書
に
は
出
て
い
ま
す
。

ド
イ
ツ
の
教
科
書
に
は
、
説
明
の
文

章
の
ほ
か
に
、
地
図
や
写
真
、
さ
ら
に

史
料
ま
で
全
て
が
入
っ
て
い
ま
す
。
日

本
で
は
史
料
は
別
冊
だ
と
思
い
ま
す
が
、

ド
イ
ツ
で
は
全
て
が
一
冊
に
入
っ
て
い

ま
す
。

ナ
チ
ズ
ム
の
歴
史
を
再
構
成
す
る
と

き
に
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
学
は
ず
っ
と
、

ド
イ
ツ
側
の
残
し
た
史
料
で
書
い
て
き

ま
し
た
。
当
時
ド
イ
ツ
で
使
わ
れ
て
い

た
言
葉
で
現
象
を
語
る
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。
た
と
え
ば
１
９
３
８
年
１１
月
、

ユ
ダ
ヤ
人
に
対
す
る
集
団
的
な
暴
行

（
ポ
グ
ロ
ム
）が
発
生
し
ま
し
た
。
日
本

で
も
「
帝
国
水
晶
の
夜
」
と
習
っ
た
方

が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ユ
ダ
ヤ
人

の
店
舗
が
壊
さ
れ
、
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド

ー
が
割
ら
れ
る
。
そ
の
ガ
ラ
ス
が
路
面
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平和講座（2０1₆年７月８日、22日実施）講演要旨

講師　川喜田敦子（中央大学）

ドイツの歴史教育
―ナチ時代をどう伝えていくか―

戦後71年、日本では戦争を体験していない世代が人口の８割を超えています。ドイツではナ
チ時代をどのように次世代へ伝えてきたかお話を伺い、過去とどう向き合うかを考えました。

講
演
で
使
わ
れ
た
歴
史
教
科
書『
こ
ん
な
時
代
だ
っ
た
』
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抑
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
き
て
、
１
９
４

１
年
秋
で
一
旦
中
止
さ
れ
ま
す
。
こ
の

後
、
国
内
で
安
楽
死
作
戦
に
携
わ
り
、

い
ろ
い
ろ
な
殺
害
の
メ
ソ
ッ
ド
を
持
っ

て
い
た
人
た
ち
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
移
る

わ
け
で
す
。
そ
こ
で
今
度
は
ユ
ダ
ヤ
人

を
対
象
と
し
た
殺
害
施
設
や
方
法
の
開

発
に
当
た
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
明
確

な
方
法
上
の
連
続
性
と
人
的
な
連
続
性

が
見
て
と
れ
ま
す
。
そ
の
意
味
で
も
安

楽
死
作
戦
は
非
常
に
大
き
な
問
題
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
国
内
で

一
旦
中
止
さ
れ
た
後
も
、
こ
の
作
戦
は

秘
密
裏
に
細
々
と
継
続
さ
れ
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
一
番
大
き
か
っ
た

の
が
ハ
ダ
マ
ー
と
い
う
町
の
施
設
で
し

た
が
、
そ
こ
は
今
、
記
念
館
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
教
科
書
に
は
、
安
楽
死

作
戦
の
説
明
と
資
料
を
載
せ
た
コ
ー
ナ

ー
が
あ
り
、「
過
去
か
ら
学
ぶ
、
未
来

の
た
め
に
保
存
す
る
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
言

葉
は
、
そ
の
記
念
館
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
か

ら
引
用
さ
れ
た
も
の
で
す
。

歴
史
の
学
び
方

ド
イ
ツ
の
歴
史
の
教
科
書
を
見
て
い

る
と
、
学
校
の
授
業
で
学
ぶ「
歴
史
」が
、

学
問
と
し
て
の「
歴
史
学
」に
つ
な
が
っ

て
い
く
こ
と
が
実
感
し
や
す
い
か
た
ち

で
つ
く
ら
れ
て
い
る
な
と
思
い
ま
す
。

歴
史
学
の
最
前
線
の
議
論
を
教
科
書

に
載
せ
て
い
る
の
は
そ
の
一
例
で
す
。

迫
害
よ
り
も
よ
ほ
ど
強
い
も
の
で
し
た
。

ロ
マ
の
犠
牲
者
の
総
数
は
、
教
科
書
で

は
５０
万
人
と
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
多

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
犠
牲

者
数
に
は
２０
万
人
か
ら
５０
万
人
ま
で
諸

説
あ
り
ま
す
が
、
史
料
が
残
っ
て
い
な

い
た
め
、
数
値
は
明
確
化
で
き
ま
せ
ん
。

２
つ
目
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
し
ょ

う
が
い
者
の
安
楽
死
と
い
う
問
題
が
あ

り
ま
す
。
ナ
チ
の
人
種
主
義
は
、
自
分

た
ち
以
外
の
人
種
を
下
に
見
て
迫
害
し

ま
し
た
が
、
自
分
た
ち
の
内
部
で
優
れ

て
い
な
い
も
の
を
切
り
落
と
し
て
、
集

団
自
体
の
質
を
高
め
て
い
く
と
い
う
思

想
も
も
っ
て
い
ま
し
た
。
優
生
学
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
す
。
こ
の
考
え
方
に
基

づ
い
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
健
康
で
な
い
、

価
値
が
低
い
と
み
な
し
た
人
た
ち
を
安

楽
死
さ
せ
る
と
い
う
政
策
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
し
か
し
国
内
で
の
反
対
の
声
が

に
落
ち
て
、
星
の
光
に
反
射
し
て
き
ら

き
ら
光
る
。
そ
れ
が
何
て
「
綺
麗
」
な

ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
そ
う
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
す
。
し
か

し
、
そ
ん
な
加
害
者
側
の
言
葉
で
ナ
チ

ズ
ム
の
歴
史
を
教
え
て
い
い
の
か
と
い

う
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
教
科
書

に
載
せ
る
史
料
も
同
じ
で
す
。
加
害
者

側
の
残
し
た
史
料
だ
け
で
は
、
加
害
者

の
言
葉
で
歴
史
を
語
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識

か
ら
、今
で
は
、ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の

生
存
者
な
ど
被
害
者
側
の
証
言
も
載
せ

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

近
年
の
変
化�

―
忘
れ
ら
れ
た
被
害
者
へ
の
注
目

こ
こ
数
年
の
教
科
書
の
変
化
と
し
て

は
、
ナ
チ
犯
罪
に
関
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人

以
外
の
被
害
者
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
ー
の
迫
害
の
話
を
す
る
と
き

に
、
ユ
ダ
ヤ
人
以
外
の
被
害
は
な
か
な

か
顧
み
ら
れ
な
い
と
い
う
時
代
が
長
く

続
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
１０
年
ほ
ど
で

２
つ
の
犠
牲
者
集
団
の
扱
い
が
目
に
見

え
て
向
上
し
て
き
て
い
ま
す
。

１
つ
目
は
ロ
マ
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中

心
に
、
南
・
北
ア
フ
リ
カ
な
ど
世
界
各

地
で
生
活
す
る
少
数
民
族
）
に
対
す
る

迫
害
で
す
。
ロ
マ
に
対
す
る
迫
害
は
、

ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
（
１
９
１
９
年
～　

１
９
３
３
年
）
に
は
ユ
ダ
ヤ
に
対
す
る

ま
た
、
こ
の
教
科
書
に
は
、
ナ
チ
の
政

権
掌
握
を
扱
っ
た
節
の
す
ぐ
後
に
、「
文

書
館
で
調
査
し
て
み
よ
う
」
と
い
う
コ

ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

に
は
、
ド
イ
ツ
で
は
町
の
レ
ベ
ル
で
も

州
の
レ
ベ
ル
で
も
文
書
館
が
整
備
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
町
の
文
書
館
で
は
、
あ

な
た
た
ち
の
町
で
、
ナ
チ
の
政
権
掌
握

が
ど
う
い
う
ふ
う
に
進
ん
だ
か
を
調
べ

る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
よ
、
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
は
本
を
読
み
、
既

存
の
文
献
で
概
観
を
得
る
。
そ
の
次
は
、

文
書
館
で
日
記
や
写
真
、
い
ろ
い
ろ
な

タ
イ
プ
の
史
料
に
あ
た
る
。
史
料
は
全

部
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
の
番
号
を
控
え
、
そ
の
史
料
を
書
い

た
人
が
ど
う
い
う
人
で
、
ど
う
い
う
政

治
的
な
立
場
に
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と

を
き
ち
ん
と
調
べ
ま
し
ょ
う
、
と
も
書

い
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
最
後
、
文
書

館
調
査
の
成
果
を
展
示
し
た
り
発
表
し

た
り
し
て
み
ま
し
ょ
う
、
と
な
っ
て
い

ま
す
。
日
本
の
歴
史
教
育
と
は
や
は
り

ず
い
ぶ
ん
違
い
そ
う
で
す
ね
。

ド
イ
ツ
の
被
害
を
ど
う
伝
え
る
か

教
科
書
の
記
述
の
内
容
に
戻
り
ま
す
。

今
日
の
教
科
書
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
迫

害
と
殺
害
に
つ
い
て
は
十
分
に
詳
し
い

説
明
が
あ
り
、
史
料
も
被
害
者
側
の
視

点
と
加
害
者
側
の
視
点
の
バ
ラ
ン
ス
が

と
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
意

味
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
迫
害
と
殺
害
の
記

述
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
こ
れ
と
い
っ

て
論
争
的
な
点
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い

で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
の
被
害
体

験
を
ど
う
伝
え
る
か
と
い
う
の
は
、
も

う
少
し
難
し
い
問
題
を
は
ら
ん
で
い
ま

す
。第

二
次
世
界
大
戦
に
関
連
す
る
ド
イ

ツ
の
最
大
の
被
害
は
何
か
と
言
わ
れ
た

場
合
、
挙
が
っ
て
く
る
の
は
「
追
放
」

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
国

境
問
題
と
も
絡
む
問
題
で
す
。
第
二
次

世
界
大
戦
後
、
ド
イ
ツ
の
東
部
領
が
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
と
ソ
連
に
割
譲
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
ド
イ
ツ
東
部

領
、
さ
ら
に
は
か
つ
て
神
聖
ロ
ー
マ
帝

国
だ
っ
た
頃
に
ド
イ
ツ
人
が
東
方
植
民

し
た
地
域
も
含
め
て
、
東
欧
一
帯
に
住

む
ド
イ
ツ
系
住
民
が
全
部
ま
と
め
て
ド

イ
ツ
に
向
け
て
追
い
戻
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
ド
イ
ツ
語
で

「
追
放
」
と
呼
ば
れ
る
出
来
事
で
す
。

ド
イ
ツ
に
た
ど
り
着
い
た
人
だ
け
で
も

１
２
０
０
万
人
と
い
う
数
で
し
た
。
追

わ
れ
て
く
る
人
た
ち
は
財
産
を
あ
ら
か

た
没
収
さ
れ
た
う
え
で
、
列
車
に
乗
っ

て
移
動
し
た
り
、
馬
車
で
移
動
し
た
り
、

ひ
ど
い
時
は
歩
い
て
来
る
わ
け
で
す
が
、

そ
の
道
中
、
か
つ
て
自
分
た
ち
が
占
領

し
て
虐
げ
て
し
ま
っ
た
国
の
人
々
か
ら

報
復
を
受
け
る
わ
け
で
す
。
寒
さ
や
飢

え
で
衰
弱
し
た
り
、
た
く
さ
ん
死
者
が

出
た
り
、
女
性
は
本
当
に
ひ
ど
い
強
姦

自分自身の世界を読み取り、歴史をつづる権利であり、

歴
史
教
科
書
『
こ
ん
な
時
代
だ
っ
た
』
よ
り
、

ユ
ダ
ヤ
人
の
大
量
殺
り
く
に
つ
い
て
書
か
れ

た
ペ
ー
ジ
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こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
自
分
の
父
親
は
、

自
分
の
夫
は
、
と
い
う
話
に
な
っ
て
く

る
わ
け
で
す
。

ド
ラ
マ
に
話
を
戻
す
と
、
こ
の
作
品

で
は
、
実
は
、
国
防
軍
の
犯
罪
行
為
が

か
な
り
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
ま
す
。

ド
イ
ツ
の
歴
史
家
も
、
そ
の
点
で
こ
の

ド
ラ
マ
を
高
く
評
価
し
て
い
ま
す
。「
国

防
軍
の
犯
罪
」
展
の
時
期
に
は
散
々
議

論
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
同
じ
内

容
を
描
い
て
も
、
今
回
の
ド
ラ
マ
が
好

意
的
に
迎
え
ら
れ
た
こ
と
を
見
る
と
、

１
９
９
５
年
か
ら
２
０
１
３
年
に
至
る

ま
で
の
約
２０
年
間
に
、
東
部
戦
線
に
関

す
る
ド
イ
ツ
の
一
般
的
な
認
識
が
ど
れ

だ
け
変
わ
っ
た
か
が
明
確
に
分
か
り
ま

す
。現

在
の
ド
イ
ツ
の
歴
史
認
識

し
か
し
こ
の
ド
ラ
マ
は
、
ド
イ
ツ
で

の
放
映
後
す
ぐ
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
、
そ

の
後
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
放

映
さ
れ
ま
し
た
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
の

放
映
直
後
、
ひ
ど
く
批
判
さ
れ
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
で
の
放
映
後
も
、
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
タ
イ
ム
ズ
に
批
判
的
な
評
が
出
ま

し
た
。
国
内
外
で
評
価
が
二
極
化
し
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。
い
っ
た
い
、
ど
こ

が
問
題
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
ド
ラ
マ
は「
普
通
の
ド
イ
ツ
人
」

を
描
い
て
い
て
、
逆
に
確
信
的
な
ナ
チ

を
描
こ
う
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
最
終

的
に
は
主
人
公
５
人
全
員
が
ナ
チ
体
制

戦
期
の
ド
イ
ツ
、
焦
点
を
当
て
た
の
は

東
部
戦
線
。
主
人
公
は
５
人
、
い
ず
れ

も
若
い
人
で
、
国
防
軍
の
将
校
、
志
願

し
て
野
戦
病
院
の
看
護
師
に
な
る
女
性
、

ド
イ
ツ
・
ユ
ダ
ヤ
人
の
青
年
な
ど
で
す
。

ド
イ
ツ
で
は
放
映
当
初
か
ら
好
評
で
、

批
判
的
な
論
評
は
例
外
的
で
し
た
。
そ

の
こ
と
が
も
つ
大
き
な
意
味
は
、
ド
イ

ツ
で
こ
の
時
期
と
こ
の
地
域
が
ど
う
い

う
ふ
う
に
描
か
れ
て
き
た
か
を
考
え
る

こ
と
で
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
１
９
９

５
年
、
非
常
に
話
題
に
な
っ
た
歴
史
展

示
が
あ
り
ま
し
た
。「
国
防
軍
の
犯
罪
」

展
で
す
。
東
部
戦
線
に
お
け
る
親
衛
隊

（
ナ
チ
党
組
織
）の
蛮
行
は
知
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
、
正
規
軍
で
あ
る
国
防
軍
の

戦
争
犯
罪
を
取
り
上
げ
た
こ
の
歴
史
展

示
は
、
世
論
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
ま

し
た
。
展
示
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
国
会

で
も
議
論
に
な
っ
た
く
ら
い
で
す
。

ナ
チ
が
悪
か
っ
た
こ
と
を
認
め
る
の

は
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
難
し

く
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
正
規
軍
で
あ

る
国
防
軍
が
戦
争
犯
罪
を
し
た
と
い
う

の
被
害
に
遭
い
ま
し
た
。

実
際
に
追
放
さ
れ
、
こ
う
い
う
体
験

を
持
つ
人
が
、
ど
ん
な
ひ
ど
い
目
に
遭

っ
た
か
を
い
く
ら
言
葉
に
し
て
証
言
し

て
も
、
そ
れ
が
個
人
の
記
憶
で
あ
り
、

個
人
の
語
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
ポ
ー
ラ

ン
ド
も
文
句
は
言
わ
な
い
と
思
う
の
で

す
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
歴
史
教
育
の

な
か
で
、
ド
イ
ツ
が
国
と
し
て
そ
う
い

う
過
去
の
ふ
り
返
り
方
を
す
る
よ
う
に

な
る
と
、
や
は
り
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
し
て

は
穏
や
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
大
戦
全

体
を
通
じ
て
見
た
と
き
に
、
加
害
と
被

害
の
バ
ラ
ン
ス
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か

が
問
題
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ

の
問
題
は
ま
だ
完
全
に
は
解
決
し
て
い

ま
せ
ん
。

戦
争
犯
罪
を
め
ぐ
る
認
識
の
変
化�

�

―
１
９
９
５
年
と
２
０
１
３
年

さ
て
、
こ
こ
ま
で
、
ド
イ
ツ
の
歴
史

教
育
に
お
け
る
加
害
と
被
害
の
伝
え
方

に
つ
い
て
み
て
き
ま
し
た
。
最
後
に
、

教
室
の
中
で
の
歴
史
教
育
の
実
践
か
ら

少
し
視
野
を
広
げ
て
、
今
日
の
ド
イ
ツ

社
会
に
お
け
る
歴
史
の
継
承
に
つ
い
て

見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

２
０
１
３
年
、
ド
イ
ツ
の
公
共
放
送

で
３
夜
連
続
で
放
映
さ
れ
、
話
題
に
な

っ
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
が
あ
り
ま
し
た
。

『
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ウ
ォ
ー
』と
い

う
タ
イ
ト
ル
で
Ｄ
Ｖ
Ｄ
が
日
本
語
で
も

出
て
い
ま
す
。
舞
台
は
第
二
次
世
界
大

の
犠
牲
に
な
る
か
、
で
な
け
れ
ば
、
ナ

チ
体
制
か
ら
距
離
を
と
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
そ
の
点
が
、「
こ
の
ド
ラ
マ
で

は
ナ
チ
の
連
中
は
我
々
の
父
で
も
な
け

れ
ば
、
母
で
も
な
い
。
だ
れ
か
ほ
か
の

人
で
し
か
な
い
」
と
い
う
批
判
を
受
け

ま
し
た
。
ナ
チ
は
常
に
他
者
で
あ
り
、

ド
イ
ツ
人
は
む
し
ろ
犠
牲
者
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

こ
の
ド
ラ
マ
の
原
題
は
直
訳
す
る
と

「
我
々
の
父
と
母
」
で
す
。
放
映
に
あ

た
り
、
重
要
な
位
置
を
占
め
た
の
は
、

体
験
者
が
次
の
世
代
に
向
か
っ
て
語
り

伝
え
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
な
か
で

も
、
家
族
の
構
成
員
の
経
験
に
焦
点
を

当
て
て
、
家
庭
と
い
う
私
的
な
領
域
で

歴
史
を
語
り
継
い
で
い
く
こ
と
を
意
識

し
て
作
ら
れ
た
ド
ラ
マ
で
し
た
。

ド
イ
ツ
の
公
的
な
語
り
は
、
明
ら
か

に
加
害
に
焦
点
を
当
て
た
語
り
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
す
が
、
家
庭
内
の
よ
う

な
私
的
な
場
で
は
、
自
分
自
身
や
近
親

者
が
ナ
チ
だ
っ
た
と
い
う
語
り
が
さ
れ

る
こ
と
は
非
常
に
少
な
い
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
私
的
な
空

間
で
の
語
り
と
公
的
な
空
間
で
の
語
り

を
比
べ
て
み
る
と
、
か
な
り
か
い
離
し

た
状
況
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
ド
ラ
マ
は
、
家
族
の
語
り
を
意
識

す
る
こ
と
で
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
作

ら
れ
る
公
共
空
間
の
中
に
、
私
的
な
空

間
の
語
り
を
持
ち
込
ん
だ
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。
そ
の
か
い
離
を
海
外
メ
デ
ィ

ア
は
問
題
視
し
た
の
で
す
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
少
数
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
国

内
か
ら
も
批
判
の
声
が
上
が
り
ま
し
た
。

ナ
チ
ズ
ム
全
般
、
特
に
ユ
ダ
ヤ
人
の

問
題
は
、
ド
イ
ツ
で
は
非
常
に
セ
ン
シ

テ
ィ
ブ
な
問
題
で
す
。
そ
れ
を
ど
う
語

る
か
に
つ
い
て
は
、
驚
く
ほ
ど
の
制
約

が
あ
り
ま
す
。
社
会
と
し
て
語
り
方
が

決
め
ら
れ
て
い
て
、
必
ず
そ
れ
に
合
わ

せ
た
語
り
方
が
さ
れ
ま
す
。
政
治
家
の

演
説
か
ら
教
科
書
の
記
述
ま
で
、
同
じ

こ
と
で
す
。
日
本
で
は
、
過
去
の
問
題

を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
と
き
に
、
表

現
の
自
由
が
強
く
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

ド
イ
ツ
の
場
合
、
た
と
え
ば
ナ
チ
犯
罪

を
否
定
す
る
発
言
は
、
表
現
の
自
由
の

範
囲
外
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
を
強
く
見

せ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
今

の
ド
イ
ツ
に
は
被
害
意
識
に
流
れ
て
い

こ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、
他
方
で
、

そ
れ
を
押
し
と
ど
め
よ
う
と
す
る
動
き

も
あ
り
ま
す
。
そ
の
二
つ
が
相
剋
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思
い

ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、「
ド
イ
ツ
は

き
ち
ん
と
反
省
し
て
い
る
」
と
だ
け
言

っ
て
す
ま
せ
ら
れ
る
よ
う
な
そ
ん
な
単

純
な
状
況
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
や
は

り
日
本
か
ら
見
る
と
、
公
的
に
は
、
厳

然
と
し
て
、
加
害
を
語
る
こ
と
に
重
き

が
置
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

が
、
ド
イ
ツ
と
日
本
の
違
い
で
あ
ろ
う

か
と
思
い
ま
す
。

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、

全２回、とても活発な意見交換が
出来ました
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個人的・集団的力量を発達させる権利である。

〈図書室のつどい〉

〈親子で遊ぼう・考えよう〉

新聞紙で巨大ピラミッドを作ろう

＆新聞紙ドームに入ろう！

怖いクラシック
講　師　中川　右

ゆう

介
すけ

（編集者・作家）

クラシック音楽というと、心安らぐ美しい旋律が思い出
されるかもしれません。しかし、稀代の音楽家たちはさま
ざまな「恐怖」と闘いながら、その「恐怖」を音楽にし、
その「恐怖」こそがクラシックの本道であると中川さんは
言います。モーツァルトには絶対唯一の「父」が存在し、
ベートーヴェンは「難聴」を抱え、ショスタコーヴィチは
スターリン体制の下、命の危険に脅えながら交響曲を書き
上げました。今回は、「怖い」をキーワードに西洋音楽史
をふり返ります。
〈中川さんの本〉
『怖いクラシック』（ＮＨＫ出版新書）、『カラヤンとフルト
ヴェングラー』（幻冬舎新書）ほか多数。

と　き　11月2４日（木）夜７時～９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。

講　師　金井　景子（早稲田大学・日本近代文学）

と　き　11月1０日（木）夜７時半～９時半
ところ　公民館　３階講座室
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。

予告 野坂昭如『アメリカひじき』
� （『アメリカひじき・火垂るの墓』所収、新潮文庫）

講　師　大野　亮司（亜細亜大学・日本近代文学）
と　き　12月８日（木）夜７時～９時

新聞紙を丸めて部材を作り、ピラミッドを作ります。自
分よりも大きな作品を作る経験は、大人も子どももワクワ
クします。天井まで届く !?　ピラミッドを親子で協力して
作りましょう！

講　師　山田　修平
　　　　（ＮＰＯ法人東京学芸大こども未来研究所）

と　き　11月2７日（日）朝1０時～12時
ところ　南市民プラザ　多目的ホール
持ち物　動きやすい服装、ハンドタオル、飲み物
対　象　子ども（４歳以上～小学生）と保護者
定　員　１５組（申込先着順）
申込先　１１月８日（火）朝９時～
� 公民館☎（５7２）５１４１

■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

〈くにたちブッククラブ　言葉のとげ、境界にたつ文学〉

室生犀星『蜜のあわれ』
（『蜜のあわれ・われはうたえどもやぶれかぶれ』所収、
 講談社文庫）

ロシアを知る
「ソ連」という特異な国は「ペレストロイカ」を経て社
会主義体制から離れ、１99１年末には国家そのものが解体し
ました。現代の旧ソ連諸国のうち最大のものがロシア連邦
です。近年では、ソチ五輪、ウクライナ危機とクリミア編
入などといったできごとが記憶に新しいかもしれません。
そのロシアは同時に、文学やバレエなど芸術が盛んな国で
もあります。歴史・文化芸術の視点からロシアの政治や社
会を読み解きましょう。

第１回は歴史概観を軸に、第２回はロシアバレエと政治
の関係を、第３回は昨年ノーベル文学賞を受賞した旧ソ連
・ベラルーシ出身の作家アレクシエーヴィチなど現代ロシ
ア文学から考えます。

第１回　「ロシア／ソ連とはどういう国か」

講　師　塩川　伸明（東京大学名誉教授・ロシア政治史）

と　き　12月９日（金）夜７時～９時
ところ　公民館　３階講座室

第２回　「政治とバレエ」

講　師　村山　久美子（早稲田大学・ロシア舞台芸術史／
� 舞踊評論家）

と　き　１月８日（土）昼２時～４時
ところ　公民館　地下ホール

第３回　「現代ロシア文学」

講　師　沼野　恭子（東京外国語大学・ロシア文学）

と　き　１月1４日（土）昼２時～４時
ところ　公民館　３階集会室
定　員　3０名（全回参加できる方優先、申込先着順）
申込先　１１月１7日（木）朝９時～

公民館☎（５7２）５１４１
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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、

講　師　長谷川　宏（哲学者）

ヘーゲルの翻訳や哲学研究で多くの著作を出している長
谷川宏さんを講師に、今年度は長谷川さんの著書『日本精
神史（下）』をテキストとして取り上げます。

長谷川さんは、ヘーゲル研究者として始まり、ここ２０年
は日本の文化と思想を研究されてきました。平安時代から
江戸時代まで日本人の精神史を長谷川さんとともに学びま
しょう。

読書会の形式です。『日本精神史（上）』をお読みのうえ、
ご参加ください。

〈長谷川さんの著訳書〉
ヘーゲル『精神現象学』の翻訳でドイツ連邦政府翻訳賞

受賞。『高校生のための哲学入門』（ちくま新書）、『ことば
をめぐる哲学の冒険』（毎日新聞社）、『双書哲学塾　生活
を哲学する』（岩波書店）、『ちいさな哲学』（春風社）ほか
多数。

講　師　ロビン　ヴァイヒャート（一橋大学大学院生 *）

『菊と刀』は日本文化を説く有名な著作ですが、著者の
ベネディクトは実は日本をその目で「見た」ことは一度も
ありませんでした。一方、１964年の東京五輪の時には多く
の世界各国のカメラマンが日本を「見せよう」として詰め
かけました。

見たこともない異国を言葉で、映像で描く試み。未知の
「異文化」を捉えようとするとき、言葉と同じく視覚的イ
メージもまた、「翻訳」という厄介な問題にさらされま
す。本講座では、初回は『菊と刀』、2回目は『不思議なク
ミコ』というフランスの東京五輪記録映画を取り上げ、言
語とイメージこもごもの「翻訳」の複雑さと面白さに迫り
ます。

と　き　12月４日、18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　3５名（申込先着順）
申込先　１１月１０日（木）朝９時～

公民館☎（５7２）５１４１

※�テキストの『日本精神史（下）』（講談社）をご用意
ください。

と　き　１月７日～２月４日（全５回）
　　　毎週土曜日、昼２時～４時

ところ　公民館　３階講座室
定　員　�3５名（市内在住者優先・応募者多数の場合は抽

選。原則全回出席できる方）
問合先　公民館☎（５7２）５１４１

 
〈哲学講座〉

長谷川宏さんと読む『日本精神史（下）』

申込方法　往復はがきの往信裏に、氏名（フリガナ）
・住所・電話番号を明記のうえ、下記まで
お申し込みください。（はがき１枚につき
１人まで。記載漏れは無効とします。）
※返信用表にも住所・氏名を明記してくだ
さい。

申込締切　11月３０日（水）消印有効
申込先　国立市公民館　哲学講座担当

〒１８6―０００4　国立市中１―１５―１

日本は「見える」のか？
―「異文化」としての日本と翻訳の問題―

＊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企画しま
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。

講　師　河合　祥一郎（東京大学）

今年、没後4００年をむかえたウィリアム・シェイクスピ
ア。彼の戯曲は、なぜ人々を惹きつけるのか。今なお世界
中で読み継がれ、上演され続けている魅力は一体どこにあ
るのでしょうか。

河合さんは著書の中で「シェイクスピアを理解すると、
ものの見方は一通りではないとわかるようになる」と述べ
ています。日本でも親しまれている３作品を通して、シェ
イクスピアの人生哲学に触れてみませんか。

〈河合さんの著書〉�
『シェイクスピア―人生劇場の達人』（中公新書）、『シェイ�
クスピアの正体』（新潮文庫）ほか多数。

◆第１回：11月2９日（火）　『ロミオとジュリエット』�

◆第２回：12月2０日（火）　『十二夜』�

◆第３回：１月2４日（火）　『ハムレット』

※各回で取り上げる作品を事前に読んできてください。
講座では３作品全て、角川文庫・河合祥一郎訳のテキス
トを使用します。

と　き　いずれも昼２時～４時（全３回）
ところ　公民館　３階講座室
定　員　3５名（全回参加できる方優先、申込先着順）
申込先　１１月１０日（木）朝９時～
� 公民館☎（５7２）５１４１

シェイクスピアの人生哲学
〈作家と作品〉
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講　師　鎌田　慧
さとし

（ルポライター）

動物の肉を食べること、毛や皮を服飾などに用いること
は、私たちの日常にありふれています。食べる、着る、履
く、装飾品から楽器まで、紀元前から連綿と続いてきた動
物と人間の関係は、私たちの生活や文化と深く関わってき
ました。

一方、私たちの生活に欠くことのできない食肉処理や皮
革産業の仕事に対する差別や偏見もいまだに根強く残って
います。そうした歴史と現実を、長年にわたる取材を通じ
て伝えてきた鎌田さんに、改めて屠場や皮革の仕事の実
態、食肉をめぐる思想と人々の意識、被差別部落の歴史と
運動などについて伺います。お気軽にお越しください。

と　き　11月2５日（金）夜７時～９時
ところ　公民館　３階講座室　定員　3５名（申込先着順）
申込先　１１月８日（火）朝９時～

公民館☎（５7２）５１４１

Ｑ　公民館１階の市民交流ロビーを利用して、グループ活
動で作った写真や絵画などの作品を展示したいのです
が、申し込み方法や使い方を教えてください。

Ａ　市民交流ロビーは、市民の休憩や交流スペースとし
て、どなたでも利用できるよう開放しています。グルー
プでの展示として使用を希望する場合は、ロビー利用希
望月の前々月第１土曜日午前１０時から開催する「会場利
用調整会」にご参加ください。調整会への参加方法は、
他の部屋と同様です。（公民館だより５月号をご覧くだ
さい。）

市民交流ロビーは、展示の準備と撤収作業を含め、休
館日を除く７日間の利用ができます。展示パネルなど
は、各グループにおいて設置と撤収をしていただきま
す。１階の喫茶「わいがや」、南側ガラス扉出入口、車
椅子用リフトと操作盤、倉庫扉前は、通行等の妨げとな
りますので、パネルを設置することはできません。

また、展示中でも休憩や交流スペースとして利用できる
よう、テーブルとイスのセットを最低２組は残してくださ
い。その他、詳しい利用方法は、公民館まで事前にお問い
合わせください。

講　師　寺西　俊一（一橋大学）

国立市が「市」になった１967年。高度経済成長時代の国
立のまちは、急激な都市化によって大きく変貌しました。
郷土文化館の下記企画展にあわせ、『国立市史』下巻にご執
筆された講師に、経済と環境の視点からお話を伺います。

と　き　11月2３日（祝・水）昼２時～４時
ところ　くにたち中央図書館　２階会議室
定　員　3０名（申込先着順）
申込先　１１月８日（火）朝９時～

公民館☎（５7２）５１４１

郷土文化館の企画展と平行して、公民館と中央図書館で
も高度経済成長期のくにたちの写真パネルを展示します。

国立市の広報担当が撮影した市制施行前後の公民館や中
央図書館とその周辺の写真からは、くにたちの文教都市と
しての「あゆみ」を見ることができます。

各館利用時に、ぜひご覧ください。
展示期間
公民館………１１月１日（火）から１２月４日（日）まで
中央図書館…１１月２日（水）から１２月５日（月）まで

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kominkan/

 

公　民　館　の　Ｑ　＆　Ａ
このコーナーでは公民館について一問一答形式で紹介していきます。

 

 

◆ロビーのテーブルを新調しました。
◆�このテーブルは半円ずつにして展示等で利用するこ
ともできます。

国立市制施行₅₀周年企画展　地域史講座

公民館・中央図書館・郷土文化館共同企画

「高度経済成長期の日本とくにたち」

〈人権講座〉

食肉・皮革産業の「裏側」
―屠

と

畜と差別、動物と人間の関係史―

☆関連イベント☆
郷土文化館　国立市制施行５０周年企画展

「高度経済成長期とくにたち」
　〈公民館・中央図書館〉ミニパネル展

↑町制施行₁₀周年記念文化祭の
看板が掲げられた公民館入口
₁₉₆₁年₁₁月

↓たましん階上から見た
国立駅南口広場　₁₉₆₄年
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太
極
拳
友
の
会　

会
員
募
集

体
育
館
で
楽
し
く
ゆ
っ
た
り
と
、
心

と
身
体
の
健
康
増
進
と
、
仲
間
作
り
を

ご
一
緒
に
い
か
が
で
す
か
。
初
心
者
も

大
歓
迎
。
一
度
見
学
、
体
験
に
お
い
で

下
さ
い
。

日
時　

毎
週
水
曜
日
昼
１
時
～
３
時

場
所　

総
合
体
育
館　

第
三
体
育
室

連
絡
先　

浦
岡
（
５７５
）
３
２
７
２

「
谷
保
太
極
拳
同
好
会
」
会
員
募
集

太
極
拳
に
興
味
は
あ
る
け
れ
ど
、
私

に
で
き
る
か
し
ら
？
と
悩
む
前
に
是
非

体
験
を
！
初
め
て
で
も
無
理
な
く
続
け

ら
れ
る
気
功
体
操
を
中
心
に
体
の
中
か

ら
健
康
に
な
り
ま
せ
ん
か
？

日
時　

毎
週
火
曜
日
朝
１０
時
～
１２
時

場
所　

矢
川
集
会
所

連
絡
先　

長
谷
川
０９０
（
８３０３
）
７
２
５
４

ブ
リ
ー
ジ
ン
グ
・
ヨ
ガ

ヨ
ガ
の
深
い
呼
吸
と
動
き
で
、
心
地

良
い
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
味
わ
い
な

が
ら
、
心
身
の
健
康
維
持
を
目
指
し
ま

せ
ん
か
？
初
心
者
の
方
、
運
動
が
苦
手

な
方
も
、
ぜ
ひ
一
度
ご
体
験
下
さ
い
。

日
時　

毎
週
木
曜
日
朝
１０
時
半
～
１２
時

場
所　

中
地
域
防
災
セ
ン
タ
ー

連
絡
先　

坂
井
０７０
（
５３０５
）
３
０
１
８

シ
ニ
ア
の
た
め
の
社
交
ダ
ン
ス
講
習

世
界
に
通
用
す
る
社
交
ダ
ン
ス
を
楽

し
く
踊
れ
る
よ
う
に
講
習
。
特
に
ワ
ル

ツ
と
ル
ン
バ
を
重
点
に
練
習
し
ま
す
。

１５
日
を
除
く
１１
月
の
火
曜
４
回
。

主
催
、
社
交
ダ
ン
ス
絆
。

日
時　

１１
月
火
曜
４
回
昼
３
時
～
５
時

場
所　

公
民
館　

地
下
ホ
ー
ル

連
絡
先　

櫻
井
０９０
（
５３５９
）
４
８
４
６

フ
ル
ー
ト
会
員
募
集
「
桜お
う
音い
ん
の
会
」

半
年
に
一
回
新
曲
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
新
し
い
譜
面
を
手
渡
さ
れ
た
時

の
戸
惑
い
、
少
し
ず
つ
曲
に
仕
上
が
っ

て
い
く
喜
び
は
、
吹
い
て
い
て
良
か
っ

た
な
と
感
じ
る
瞬
間
で
す
。

日
時　

第
二
、
四
火
曜
夜
６
時
～
８
時

場
所　

富
士
見
台
地
域
防
災
セ
ン
タ
ー

連
絡
先　

西
村
０９０
（
１２１０
）
２
６
４
０

フ
レ
ス
コ
絵
画
制
作
講
座
開
催

全
６
回
で
小
品
３
点
を
作
る
美
術
サ

ー
ク
ル
「
わ
」
主
催
の
講
座
で
す
。
講

師
は
内
外
で
フ
レ
ス
コ
絵
画
作
家
と
し

て
ご
活
躍
の
鈴
蘭
先
生
で
す
。
先
着
１０

名
、
有
料
で
す
。

日
時　

１
～
３
月
の
土
曜
日
、
午
後

場
所　

公
民
館　

講
座
室

連
絡
先　

小
宮
０９０
（
４０２７
）
６
９
７
４

起
立
性
調
節
障
害　

ソ
レ
イ
ユ

成
長
期
に
多
い
病
気
、
起
立
性
調
節

障
害
。
朝
起
き
ら
れ
な
い
、
体
が
怠
い
、

気
に
な
る
症
状
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
ご

家
族
や
関
係
者
の
交
流
会
。
申
込
制
、

参
加
費
２００
円
。
子
ど
も
無
料
。

日
時　

１１
月
１１
日
㈮
昼
１
時
１５
分
～

場
所　

公
民
館　

講
座
室

連
絡
先　

片
岡
（
５２５
）
７
１
２
２

第
２１２
回
く
い
し
ん
ぼ
ク
ラ
ブ 

ス
テ
ィ
ー
ル
さ
ん
の
ベ
ト
ナ
ム
料
理

お
得
意
の
家
庭
料
理
を
習
い
ま
し
ょ

う
。
材
料
費
８００
円
。
ふ
き
ん
と
ゴ
ミ
袋

を
ご
持
参
下
さ
い
。

日
時　

１１
月
１２
日
㈯
昼
１
時
～

場
所　

福
祉
会
館　

３
階
料
理
講
習
室

連
絡
先　

八は
ち

宮み
や

（
５７１
）
１
０
０
７

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
自
転
車
紀
行
５

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
雑
学
大
学
の
会
員
が
、

西
安
か
ら
ロ
ー
マ
ま
で
自
転
車
で
旅
し

た
「
ツ
ー
ル
・
ド
・
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
２０

年
計
画
」。
熟
年
た
ち
の
ト
ル
コ
の
旅

の
様
子
を
写
真
と
共
に
伝
え
ま
す
。

日
時　

１１
月
１3
日
㈰
昼
１
時
～

場
所　

公
民
館　

講
座
室

連
絡
先　

長
澤
（
５７３
）
７
６
６
７

く
に
た
ち
国
際
友
好
会
Ｗ
Ｉ
Ｎ
Ｇ

１１
月
の
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
会
は
、
一
橋
大
学
留
学
生
の
ス
テ

ラ
・
コ
エ
ヴ
ァ
さ
ん
に
、
ブ
ル
ガ
リ
ア

の
歴
史
・
文
化
、
諸
事
情
に
つ
い
て
紹

介
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

日
時　

１１
月
１7
日
㈭
夜
６
時
半
～

場
所　

一
橋
大
学　

国
際
交
流
会
館

連
絡
先　

和
田
０９０
（
３４９７
）
２
１
１
０

ヘ
ン
デ
ル
「
メ
サ
イ
ア
」
演
奏
会

く
に
た
ち
市
民
合
唱
団
第
3０
回
演
奏

会
。
諸
岡
範
澄
指
揮
。
佐
竹
由
美
、
押

見
朋
子
、
澤
原
行
正
、
押
見
春
喜
ソ
ロ
。

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
・
シ
ン
ポ
シ
オ
ン
。
合

唱
指
導
石
原
章
弘
。
全
自
由
席
２
千
円
。

日
時　

１１
月
１9
日
㈯
夜
６
時
開
演

場
所　

芸
小
ホ
ー
ル

連
絡
先　

川
上
０８０
（
６６０２
）
７
８
３
４

墨
絵
の
年
賀
状
づ
く
り

賀
状
に
一
筆
墨
絵
を
添
え
て
み
ま
せ

ん
か
。
主
催
・
西
福
祉
館
運
営
委
員
会

講
師
・
冨
樫
廣
志
（
水
墨
画
）
無
料

先
着
２０
名
、
小
筆
の
み
持
参
。

申
込
の
ご
連
絡
は
、
火
木
土
の
午
前
。

日
時　

１１
月
１9
日
㈯
昼
２
時
～
４
時

場
所　

西
福
祉
館　

一
階
和
室

連
絡
先　

西
福
祉
館
（
５７３
）
９
９
２
６

１０
月
１１
日
（
火
）
第
3０
期
第
２4
回
定

例
会
を
開
催
。
委
員
１4
名
、
館
長
、
職

員
１
名
出
席
。
傍
聴
者
２
名
。

前
回
議
事
録
確
認

協
議
事
項

諮
問
「
国
立
市
公
民
館
の
事
業
評
価

の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
の
答
申
最
終
案

を
確
認
し
、
更
正
や
訂
正
、
追
加
に
つ

い
て
議
論
し
た
。

特
に
文
言
は
、
委
員
の
立
場
で
な
く

一
般
の
方
が
読
ん
だ
時
に
わ
か
り
や
す

く
、
か
つ
正
し
く
理
解
し
て
頂
け
る
よ

う
に
と
い
う
視
点
か
ら
再
度
、
見
直
し

を
行
っ
た
。

他
に
、
注
釈
を
付
け
る
べ
き
か
、
資

料
を
添
付
す
べ
き
か
等
、
活
発
な
議
論

が
交
わ
さ
れ
、
最
終
案
が
ま
と
ま
っ
た
。

報
告
事
項

〇
公
民
館
だ
よ
り
編
集
研
究
委
員
会

１０
月
号
は
市
民
文
化
祭
で
の
多
彩
な

催
し
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
紙
面
の
組

み
方
や
編
集
に
工
夫
が
見
ら
れ
、
見
や

す
く
な
っ
て
い
る
。

〇
社
会
教
育
委
員
の
会

生
涯
学
習
振
興
・
推
進
計
画
に
係
る

諮
問
に
つ
い
て
の
答
申
の
最
終
案
の
内

容
を
更
正
中
で
あ
る
。

〇
東
京
都
公
民
館
連
絡
協
議
会

９
月
３
日
の
研
修
会
の
報
告
が
な
さ

れ
た
。
公
民
館
運
営
審
議
会
委
員
に
と

っ
て
非
常
に
意
義
あ
る
研
修
で
あ
っ
た
。

第
3０
期
公
運
審
は
１０
月
末
で
委
員
の
任

期
満
了
。
次
期
、
第
3１
期
公
運
審
第
１

回
定
例
会
は
１１
月
８
日
（
火
）
夜
７
時

１５
分
か
ら
開
催
。
傍
聴
歓
迎
。（
宮
脇
）

公
民
館
運
営
審
議
会
報
告

（８ページにもあります）

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。

お祭り最高潮！
撮影　末永皓さん（富士見台）
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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（11月、12月、１月初め）

〈
サ
ー
ク
ル
訪
問
３
０
２
〉�

民
族
楽
器
の
会

め
は
西
洋
楽
器
と
中
国
の
民
族
楽
器
、

一
緒
に
練
習
し
て
い
た
が
、
曲
目
や
旋

律
な
ど
が
合
わ
ず
、
民
族
音
楽
だ
け
練

習
す
る
サ
ー
ク
ル
を
新
し
く
つ
く
り
、

活
動
を
始
め
た
そ
う
だ
。

中
国
楽
器
の
葫フ

ー

芦ル
ー

絲ス
ー

や
八バ

ー

烏ウ
ー

な
ど

と
い
う
笛
は
、
こ
の
日
初
め
て
見
せ
て

も
ら
っ
た
。
民
族
楽
器
の
会
の
代
表
、

三
浦
義
光
さ
ん
の
指
導
で
練
習
し
て
い

る
。
民
族
楽
器
は
日
本
で

は
な
か
な
か
入
手
が
難
し

く
、
中
国
に
行
っ
た
時
に

購
入
し
て
く
る
そ
う
だ
。

１１
月
２7
日
に
行
わ
れ
る

市
民
文
化
祭
に
参
加
す
る
。

今
年
で
６
回
目
。
予
定
演

目
の
太
極
拳
、
中
国
東
北

部
吉
林
省
の
朝
鮮
族
の
お

ど
り
、
群
舞
な
ど
も
披
露

し
て
下
さ
っ
た
。

「
今
年
、
新
メ
ン
バ
ー

も
加
わ
り
仲
間
が
増
え
て

嬉
し
い
。
こ
れ
か
ら
も
目

標
高
く
、楽
し
く
練
習
し
て
い
き
た
い
」

と
メ
ン
バ
ー
の
中
尾
美
恵
さ
ん
。

連
絡
先　

中
尾　

０８０（
4294
）１
６
６
６

�

〈
文
・
写
真　

龍
野　

瑶
子
〉

日
曜
夜
の
公
民
館
地
下
音
楽
室
。
取

材
の
約
束
時
間
に
若
干
遅
れ
て
し
ま
い
、

そ
ー
っ
と
防
音
の
ド
ア
を
開
け
た
途
端
、

い
ろ
い
ろ
な
音
が
一
気
に
噴
き
出
し
て

き
た
。
楽
器
を
演
奏
す
る
人
、
歌
本
と

Ｂ
Ｇ
Ｍ
で
カ
ラ
オ
ケ

風
に
マ
イ
ク
を
握
り

歌
う
人
、
は
た
ま
た

部
屋
の
一
角
で
仲
間

と
の
お
し
ゃ
べ
り
に

花
を
咲
か
せ
る
人

…
…
既
に
集
ま
っ
て

い
た
民
族
楽
器
の
会

の
メ
ン
バ
ー
が
思
い

思
い
に
楽
し
ん
で
い

た
。特

徴
的
な
の
は
、

使
っ
て
い
る
楽
器
が

中
国
の
も
の
が
多
い
、

と
い
う
こ
と
。
聞
こ
え
て
く
る
会
話
も

ほ
と
ん
ど
中
国
語
だ
。

民
族
楽
器
の
会
は
、
３
年
前
か
ら
活

動
を
始
め
た
。
も
と
も
と
、
佐
久
間
黎

明
さ
ん
が
立
ち
上
げ
た
《
曙し

ょ
光こ

う
》
と
い

う
サ
ー
ク
ル
が
あ
る
。
西
洋
楽
器
で
音

楽
を
楽
し
む
会
だ
っ
た
が
、
メ
ン
バ
ー

の
ほ
と
ん
ど
が
中
国
か
ら
の
帰
国
者
だ

っ
た
の
で
、
中
国
の
民
族
楽
器
も
習
得

し
た
い
！
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
始

ひ
ろ
ば

（
7
ペ
ー
ジ
に
も
あ
り
ま
す
）

く
に
た
ち
女
声
合
唱
団
演
奏
会

第
１８
回
演
奏
会
を
行
い
ま
す
。
明
治

の
唱
歌
を
合
唱
曲
に
編
曲
し
た
「
見
渡

せ
ば
」、鱒
、
優
雅
な
月
な
ど
の
外
国
の

歌
、
篠
田
正
臣
編
曲
に
よ
る
器
楽
曲
を

聴
い
て
頂
く
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
す
。
無
料

日
時　

１１
月
２５
日
㈮
昼
２
時
～

場
所　

小
金
井
宮
地
楽
器
ホ
ー
ル

連
絡
先　

諸
井
（
５７６
）
０
３
５
８

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
東
京
都
第
１４５
団

ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
と
自
然
の
中
で
ゲ

ー
ム
を
楽
し
む
「
な
か
よ
し
ラ
リ
ー
」

を
開
催
し
ま
す
。
対
象
は
来
年
年
長
と

小
学
校
低
学
年
の
少
女
で
す
。
１１
月
２５

日
ま
で
に
秋
山
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

日
時　

１１
月
２7
日
㈰
朝
９
時
半
～
１２
時

場
所　

矢
川
上
公
園
（
雨
天
中
止
）

連
絡
先　

秋
山
（
５７５
）
２
７
１
３

喫
茶
「
わ
い
が
や
」
ス
タ
ッ
フ
募
集

公
民
館
内
の
喫
茶
「
わ
い
が
や
」
で

は
、
高
校
生
か
ら
社
会
人
ま
で
の
若
者

が
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
交
代
で

お
店
を
開
店
し
て
ま
す
。運
営
主
体「
障

害
を
こ
え
て
と
も
に
自
立
す
る
会
」。

連
絡
先　

入
山
０８０
（
６０９１
）
４
６
６
０

�huzihuzihanm
o@

yahoo.co.jp

「
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
の
午
後
５
時
で
す
（
７

日
が
月
曜
日
の
場
合
は
、
翌
日
の
８

日
ま
で
）。
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
。

所
定
の
原
稿
用
紙
に
団
体
名
・
サ

ー
ク
ル
名
を
含
め
て
お
書
き
く
だ
さ

い
。
氏
名
に
は
振
り
が
な
を
ふ
っ
て

く
だ
さ
い
。

原
稿
用
紙
は
公
民
館
２
階
事
務
室

で
受
け
取
る
か
、
公
民
館
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
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
。

1０日（木）夜　くにたちブッククラブ
� 室生犀星『蜜のあわれ』

2３日（水・祝）昼　地域史講座
� 「高度経済成長期の日本とくにたち」
2４日（木）夜＊図書室のつどい「怖いクラシック」
2５日（金）夜　人権講座　食肉・皮革産業の「裏側」
2７日（日）朝　親子で遊ぼう・考えよう�

新聞紙で巨大ピラミッドを作ろう＆�
新聞紙ドームに入ろう！

2９日（火）昼～作家と作品
� 「シェイクスピアの人生哲学」
12月４日（日）昼～日本は「見える」のか？
　　　　―「異文化」としての日本と翻訳の問題―
９日（金）夜～ロシアを知る
2９年１月７日（土）昼～哲学講座

長谷川宏さんと読む『日本精神史（下）』

―この「公民館だより」は再生紙を使用しています―

１
月
号
の
「
ひ
ろ
ば
」
原
稿

締
切
り
は
、
印
刷
の
都
合
に

よ
り

12
月
１
日
㈭
夕
５
時
で
す
。

秋
風
に
そ
よ
ぐ

�

撮
影　

末
永
皓
さ
ん（
富
士
見
台
）

右
：
八
烏　

左
：
葫
芦
絲


