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公
民
館
の
課
題
と
役
割

（
館
長
）
今
、コ
ロ
ナ
禍
で
公
民
館
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
。

来
年
度
か
ら
「
公
民
館
あ
り
方
検
討
委
員
会
」
を
立
ち
上
げ
、

検
討
を
進
め
て
い
く
に
あ
た
り
、
公
民
館
運
営
審
議
会
の
皆
さ

ん
に
、「
公
民
館
の
役
割
は
何
か
」、「
今
後
ど
う
し
て
い
け
ば
よ

い
か
」
に
つ
い
て
協
議
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
★
）
集
う
・
集
ま
る
・
会
話
す

る
こ
と
に
よ
り
自
己
実
現
出
来

る
シ
ス
テ
ム
を
提
供
す
る
の
が
公

民
館
の
役
割
な
の
で
は
な
い
か
。

出
会
い
の
場
所
、
地
域
の
コ
ミ
ュニ

テ
ィ
ー
の
形
成
場
所
、
多
様
性

を
認
め
る
拠
点
、
災
害
時
の
人

と
情
報
の
拠
点
だ
と
思
う
。

（
○
）
今
は
役
員
が
指
名
等
で

決
ま
り
、
嫌
だ
な
と
思
い
な
が

ら
や
っ
て
い
て
、
楽
し
め
る
よ
う

な
組
織
に
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の

た
め
、
活
動
に
参
加
す
る
人
も

少
な
く
な
って
い
る
と
思
う
。

（
◆
）
地
域
に
良
い
人
材
は
い
る

と
思
う
が
、
そ
れ
を
生
か
し
て

あ
げ
ら
れ
る
場
所
が
な
い
。
何

か
で
活
躍
し
た
い
人
達
を
う
ま

く
引
き
上
げ
て
い
く
の
が
公
民

館
の
役
割
だ
と
思
う
。
地
域
の

人
た
ち
の
繋
が
り
を
つ
く
る
の
は

や
は
り
自
治
会
で
は
な
く
公
民

館
だ
と
思
う
。

（
△
）
公
民
館
の
活
動
が
固
ま
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
決
め
ら
れ
た

形
の
中
で
何
か
新
し
い
も
の
を
起

こ
そ
う
と
す
る
と
、
皆
さ
ん
か

ら
待
っ
て
く
れ
と
い
う
よ
う
な
感

じ
に
な
って
し
ま
う
。

（
■
）
村
民
意
識
調
査
を
見
る

と
、
分
館
対
抗
球
技
大
会
は
参

加
し
た
い
と
思
わ
な
い
人
が
前

回
も
今
回
も
八
十
％
を
超
え
て

い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を
今
考
え

直
さ
な
い
と
い
け
な
い
。
規
模

や
年
齢
層
が
異
な
る
阿
島
と
大

島
が
同
じ
対
応
で
い
い
の
か
と
思

う
。

（
☆
）
災
害
時
に
力
を
発
揮
す

る
地
域
の
結
び
つ
き
を
つ
く
る
こ

と
、
文
化
の
継
承
の
要
、
子
ど

も
の
育
成
が
公
民
館
活
動
の
果

た
す
べ
き
役
割
だ
と
思
う
。

（
●
）
文
科
省
の
パン
フ
レ
ッ
ト
に

は
「
地
域
課
題
を
把
握
し
て
関

係
機
関
や
団
体
な
ど
を
繋
ぎ
な

が
ら
課
題
の
解
決
を
目
指
す
。

住
民
が
学
び
な
が
ら
地
域
課
題

を
解
決
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み

を
作
る
」
と
書
い
て
あ
る
。
時

代
と
と
も
に
喬
木
村
も
変
わ
っ

て
き
て
い
る
が
、
公
民
館
は
細

か
い
活
動
の
見
直
し
は
あ
っ
て
も

二
十
年
前
と
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
。
地
域
課
題

を
把
握
し
て
解
決
で
き
る
よ
う

な
仕
組
み
づ
く
り
が
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。

（
◇
）
役
員
の
任
務
を
果
た
す
と

い
う
参
加
の
仕
方
に
疲
れ
切
っ
て

し
ま
って
い
る
の
で
は
な
い
か
。

（
▲
）「
地
域
住
民
に
生
き
が
い

づ
く
り
、
健
康
づ
く
り
、
仲
間

づ
く
り
の
機
会
や
場
を
提
供
す

る
」「
す
べ
て
の
世
代
の
学
び
の

サ
ポ
ー
ト
を
す
る
」「
災
害
時
の

拠
点
と
な
る
こ
と
」
が
公
民
館

今
後
ど
う
し
て
い
く
か

（
○
）
昔
は
公
民
館
活
動
が
地

域
活
性
化
の
大
き
な
原
動
力
で

あ
っ
た
の
が
、
近
年
は
様
々
な

サ
ー
ク
ル
等
の
活
動
に
よ
り
公

民
館
の
果
た
す
役
割
の
重
要
度

が
薄
れ
て
き
て
い
る
。
か
つ
て
の

公
民
館
と
い
う
概
念
を
き
れ
い

さ
っ
ぱ
り
洗
い
流
し
、
新
た
に
こ

れ
か
ら
の
時
代
に
あ
っ
た
公
民
館

は
ど
う
あ
っ
た
ら
よ
い
か
考
え
る

こ
と
が
大
切
だ
と
思
う
。
分
館

も
人
口
や
年
齢
構
成
に
格
差
が

あ
る
。
いっ
そ
の
こ
と
分
館
を
な

く
し
本
館
だ
け
に
し
て
、
本
館

に
地
区
の
代
表
を
集
め
た
ら
ど

う
か
。
シ
ニ
ア
大
学
の
よ
う
な

学
習
会
を
全
世
代
に
渡
っ
て
や
っ

て
み
て
は
ど
う
か
。

（
◆
）
学
校
や
地
元
に
あ
る
企

業
に
協
力
い
た
だ
い
て
地
域
を
盛

り
上
げ
る
何
か
が
で
き
た
ら一
体

感
が
出
る
の
で
な
い
か
と
思
う
。

場
や
機
会
の
提
供
が
公
民
館
で

う
ま
く
出
来
れ
ば
いい
と
思
う
。　

（
■
）
本
館
は
人
数
が
少
な
い
分

館
で
も
参
加
で
き
る
活
動
を
広

げ
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思

う
。

（
☆
）
お
金
は
か
か
る
が
、
非

常
勤
で
い
い
の
で
役
場
職
員
が
地

域
の
コ
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
役
割
を

担
っ
て
い
く
の
が
い
い
の
で
は
な
い

か
。
人
を
集
め
る
と
な
れ
ば
何

か
賞
品
を
出
す
な
ど
し
て
、
そ

こ
を
き
っ
か
け
に
す
る
し
か
な
い

よ
う
な
気
が
す
る
。

（
◇
）
好
き
な
ス
ポ
ー
ツ
を
や
る

人
た
ち
は
サ
ー
ク
ル
形
式
で
や
る

方
向
が
い
い
の
で
は
な
い
か
。

〈
★
〉
組
合
に
入
ら
な
い
人
や
若

い
人
を
い
か
に
ま
と
め
て
、
村
の

輪
の
中
に
入
れ
て
協
力
を
し
て

も
ら
う
か
、
と
い
う
の
も
テ
ー
マ

で
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。

（
△
）
公
民
館
で
や
る
活
動
は
気

楽
に
参
加
で
き
る
も
の
に
し
た

ら
ど
う
か
。
役
員
に
選
ば
れ
て

も
私
は
出
ら
れ
な
い
。
役
員
に

な
る
こ
と
で
か
え
っ
て
迷
惑
が
か

か
る
と
い
う
方
も
い
る
。
そ
れ
に

伴
い
地
区
の
公
民
館
活
動
に
出

づ
ら
い
と
い
う
人
も
増
え
て
き
て

い
る
。

（
■
）
や
り
方
は
い
ろ
い
ろ
あ
る

が
、
災
害
時
の
協
力
を
一つ
の
切

り
口
に
し
て
組
合
に
入
る
よ
う

に
誘
っ
た
ら
ど
う
か
。

（
▲
）
役
員
の
負
担
を
す
ご
く
嫌

だ
と
思
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

本
当
に
来
た
い
人
だ
け
が
参
加

す
る
イ
ベン
ト
に
す
る
等
、
負
担

の
軽
減
が
必
要
だ
と
思
う
。

（
●
）
若
い
人
に
は
組
合
に
入
る

メ
リ
ッ
ト
が
感
じ
ら
れ
な
い
の
で

は
な
い
か
。
災
害
時
の
話
を
し

て
も
「
別
に
い
い
…
」
と
言
わ

れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
ゴ

ミ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
自
治
会
の
お

金
で
維
持
さ
れ
て
い
る
の
に
、
そ

れ
も
知
ら
ず
に
利
用
し
て
い
る

と
思
う
。
出
来
る
限
り
自
治
会

や
組
合
に
入
る
と
い
う
ハ
ー
ド
ル

を
下
げ
て
、
必
要
性
を
感
じ
て

も
ら
う
必
要
が
あ
る
と
思
う
。

（
★
）
子
ど
も
を
通
じ
て
親
で
あ

る
現
役
世
代
を
集
め
よ
う
と
し

て
も「
今
の
子
ど
も
は
忙
し
い
」。

し
か
し
、
子
ど
も
の
行
動
を
判

断
し
て
い
る
の
は
大
人
だ
か
ら
、

大
人
も
楽
し
め
る
よ
う
な
企
画

が
い
い
の
で
は
な
い
か
。

（
◆
）
以
前
は
今
ま
で
の
よ
う
な

役
割
で
良
か
っ
た
し
、
活
動
も

従
来
の
や
り
方
を
踏
襲
し
て
や
っ

て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
が
、
今
、
様
々

な
問
題
点
が
出
て
き
て
い
る
。

こ
こ
で
公
民
館
あ
り
方
検
討
委

員
会
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
は
と

て
も
い
い
機
会
だ
と
思
う
。
今

ま
で
の
「
公
民
館
は
こ
う
あ
る
べ

き
だ
っ
た
」
と
い
う
固
定
観
念
に

こ
だ
わ
ら
ず
に
、
柔
軟
な
考
え

方
で
検
討
し
て
い
く
機
会
に
な
っ

て
ほ
し
い
思
う
。

（
●
）
コ
ロ
ナ
禍
に
慣
れ
て
し
ま

い
何
か
を
乗
り
越
え
て
何
か
を

し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が
な
く

な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
う
考
え
る

と
、
逆
に
今
は
公
民
館
活
動
を

大
幅
に
見
直
す
チ
ャ
ン
ス
な
ん
だ

と
思
う
。
今
の
世
の
中
に
あ
っ

た
公
民
館
の
新
し
い
〝
カ
タ
チ
〟

を
し
っ
か
り
と
検
討
し
、
新
し
い

喬
木
村
公
民
館
を
考
え
て
い
く

こ
と
が
大
事
だ
と
思
う
。

の
役
割
だ
と
思
っ
た
。

（
館
長
）
と
て
も
い
い
ご
意

見
を
た
く
さ
ん
い
た
だ
け

た
。
新
た
な
視
点
・
発
想
で

事
業
や
組
織
を
考
え
て
い
き

た
い
。
思
い
切
っ
た
改
革
が

出
来
る
よ
う
、
多
く
の
方
の

意
見
を
聞
き
な
が
ら
進
め
て

い
き
た
い
。
本
日
は
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（座談会）

公民館運営審議会

二
月
上
旬
か
ら
始
ま
っ
た
北

京
冬
季
五
輪
。
日
本
選
手
の
活

躍
に
湧
い
て
い
る
。
メ
ダ
ル
獲

得
確
実
と
予
想
さ
れ
る
中
、
期

待
通
り
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が

発
揮
で
き
な
か
っ
た
選
手
も
い

る
。〝
勝
敗
は
時
の
運
〟、
何
が

起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
の
が
ス

ポ
ー
ツ
の
世
界
だ
。

今
回
新
た
に
採
用
さ
れ
た
ス

キ
ー
ジ
ャ
ン
プ
の
混
合
団
体
で

は
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
が
起

こ
っ
た
。
一
回
目
で
ヒ
ル
サ
イ

ズ
に
迫
る
大
ジ
ャ
ン
プ
を
跳
ん

だ
高
梨
沙
羅
選
手
が
、
ス
ー
ツ

の
規
定
違
反
で
失
格
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
だ
。
さ
ら
に
、
ド

イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ノ
ル

ウ
ェ
ー
の
四
選
手
も
失
格
と
な

り
、
合
わ
せ
て
四
チ
ー
ム
の
女

子
五
選
手
が
失
格
と
な
っ
た
の

だ
。五

輪
は
四
年
に
一
度
の
特
別

な
国
際
大
会
。
そ
の
重
み
は
他

の
世
界
大
会
と
は
全
く
違
う
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
五
輪
本
番

で
起
こ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
と

私
は
思
う
。
運
営
側
は
「
ル
ー

ル
に
の
っ
と
っ
て
や
っ
た
こ
と

だ
」
と
い
う
が
、
競
技
前
の
点

検
も
競
技
後
同
様
に
厳
格
に

行
っ
て
い
れ
ば
防
ぐ
こ
と
が
で

き
た
は
ず
。
五
輪
に
大
き
な
汚

点
を
残
す
と
と
も
に
、
高
梨
選

手
を
は
じ
め
と
す
る
失
格
し
た

選
手
た
ち
、
チ
ー
ム
メ
イ
ト
や

関
係
者
な
ど
多
く
の
人
を
傷
つ

け
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
た
だ
、
そ
の
後
、
高
梨
選

手
を
励
ま
し
、
諦
め
ず
に
全
力

で
競
技
し
た
日
本
選
手
た
ち
の

チ
ー
ム
ワ
ー
ク
、
S
N
S
で
寄

せ
ら
れ
る
高
梨
選
手
を
擁
護
す

る
温
か
な
投
稿
、
救
わ
れ
る
思

い
が
し
た
。

高
梨
選
手
の
一
日
も
早
い

立
ち
直
り
を
心
か
ら
祈
り
た

い
。	

（
館
長
）

郭
の
前
方
後
円
墳
（
郭
第
一
号
墳
）

文
化
財
保
護
委
員
　林
　修
亨

古
墳
は
権
力
者
を
葬
る
古

代
墳
墓
で
す
。
当
地
方
の
古
墳

築
造
は
五
世
紀
後
半
に
突
如

と
し
て
始
ま
り
ま
し
た
。
そ

の
背
景
に
は
馬
の
文
化
を
通

じ
た
ヤ
マ
ト
王
権
と
の
関
わ

り
が
あ
る
よ
う
で
す
。
飯
伊
地

区
は
県
内
有
数
の
前
方
後
円

墳
の
多
分
布
地
域
。
飯
田
市
に

残
る
一
一
基
の
前
方
後
円
墳

と
二
基
の
帆
立
貝
形
古
墳
は
、

二
〇
一
六
年
に
国
の
史
跡
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。
喬
木
村
に

も
五
～
六
世
紀
頃
に
築
造
さ

れ
た
立
派
な
前
方
後
円
墳
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
郭
第
一

号
墳
（
以
下
「
築
山
」
と
い
う
）

で
す
。

喬
木
村
誌
に
よ
り
ま
す
と
、

古
墳
の
数
は
竜
西
に
比
べ
て
少

な
い
も
の
の
、
竜
東
で
は
喬
木

村
が
四
八
基
と
最
も
多
く
、
次

が
豊
丘
村
と
な
っ
て
い
ま
す
。

墳
形
は
築
山
以
外
は
全
て
円
墳

で
、
い
ず
れ
も
築
造
は
古
墳
時

代
後
期
で
す
。
ま
た
、
一
部
の

封
土
を
残
し
て
で
も
現
存
す
る

古
墳
は
一
六
基
に
過
ぎ
ま
せ
ん

が
、
下
伊
那
地
方
竜
東
地
域
唯

一
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
築
山

の
存
在
は
特
筆
さ
れ
よ
う
、
と

記
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
故
に
、

昭
和
四
六
年
に
は
村
の
史
跡
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。
で
は
、
も

う
少
し
詳
し
く
見
て
み
ま
し
ょ

う
。築

山
は
江
戸
時
代
は
旗
本
知

久
氏
の
屋
敷
に
、
現
在
は
北
保

育
園
庭
に
隣
接
し
て
い
ま
す
。

所
有
者
は
三
浦
氏
で
す
。
前
方

部
は
知
久
氏
居
館
造
成
か
、
小

学
校
地
造
成
で
削
り
取
ら
れ
て

現
存
せ
ず
、
後
円
部
も
切
り
縮

め
ら
れ
石
垣
が
積
ま
れ
て
い
ま

す
。規
模
は
後
径
が
約
二
七
ｍ
、

高
さ
は
約
七
ｍ
。
墳
丘
を
覆
う

数
本
の
大
樹
は
、
築
山
を
風
雨

か
ら
守
る
阿
島
傘
の
様
に
力
強

く
枝
を
広
げ
て
い
ま
す
。
石
室

は
後
円
部
の
中
央
に
位
置
し
て

お
り
総
延
長
一
一
ｍ
程
。
入
口

こ
そ
腰
を
屈
め
て
入
り
ま
す

が
、
中
は
傘
を
広
げ
て
も
余
裕

が
あ
り
、
奥
の
天
井
は
手
を
伸

ば
し
て
も
傘
の
先
が
届
か
な
い

程
の
高
さ
が
あ
り
ま
す
。
天
井

は
六
枚
の
花
崗
岩
、
壁
側
も
同

様
の
大
石
で
組
ま
れ
て
お
り
、

大
樹
の
根
の
侵
入
さ
え
も
許
さ

な
い
古
代
の
石
積
技
術
に
は
感

服
で
す
。
堂
々
た
る
前
方
後
円

墳
で
す
が
、
葺
石
・
埴
輪
が
見

当
た
ら
ず
、
遺
物
も
散
逸
し
て

村
内
に
一
点
も
見
当
た
ら
な
い

の
が
大
変
惜
し
ま
れ
ま
す
。

し
か
し
、
郭
に
は
築
山
を
主

墳
と
す
る
五
基
の
古
墳
群
が
あ

り
ま
し
た
。
資
料
館
に
は
、
築

山
の
東
南
二
七
ｍ
の
所
に
あ
っ

た
郭
第
二
号
墳
（
校
地
拡
張
工

事
で
破
壊
）
か
ら
豊
富
に
出
土

し
た
馬
具
類
や
須
恵
器
、
帰
牛

原
へ
通
ず
る
村
道
改
修
工
事
中

に
発
見
さ
れ
た
郭
第
五
号
墳
の

朝
顔
花
型
円
筒
埴
輪
（
県
下
唯

一
の
完
形
円
筒
埴
輪
で
村
有
形

文
化
財
）
な
ど
古
墳
時
代
の
遺

物
が
多
数
保
存
さ
れ
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
、ご
来
館
く
だ
さ
い
。

な
お
、
築
山
の
石
室
見
学
時
に

は
三
浦
氏
へ
の
声
か
け
と
、
懐

中
電
灯
を
お
忘
れ
な
く
。
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し
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瀬  

　卓

「
嵐
山
！
」

「
テ
ン
、テ
ン
、ド
ン
、ド
ン
、

テ
ン
、
ド
ン
、
ド
ン
、、、」

も
う
す
ぐ
、
あ
の
季
節
が

や
っ
て
く
る
。

「
咲
い
た
桜
の
毘
沙
門
坂

に
獅
子
が
き
お
え
ば
花
が
散

る
。」暴れ

獅
子
が
砂
煙
を
上
げ

て
、
勢
い
よ
く
屋
台
に
ぶ
つ
か

る
。
竹
が
し
な
る
。
桜
の
花
が

散
る
。
獅
子
の
笛
太
鼓
に
、
屋

台
の
笛
太
鼓
が
重
な
る
。
獅
子

の
太
鼓
を
叩
く
息
子
、
屋
台
の

太
鼓
を
叩
く
父
。

「
美
し
郷
」、
喬
木
村
を
出
て

か
ら
四
十
年
余
。
報
道
記
者

と
し
て
国
際
ニ
ュ
ー
ス
の
現

場
を
駆
け
巡
っ
て
き
た
。
訪

れ
た
国
は
、
五
十
ヶ
国
余
り
。

ペ
ル
ー
日
本
大
使
公
邸
人
質

事
件
、
ハ
ワ
イ
え
ひ
め
丸
沈

没
事
故
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン

ズ
の
ハ
リ
ケ
ー
ン
・
カ
ト
リ
ー

ナ
、
欧
州
経
済
危
機
、
イ
ラ
ク

米
軍
撤
退
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
東
部

紛
争
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
就
任

式
、
歴
史
的
事
件
事
故
の
現
場

に
い
た
。
様
々
な
人
々
と
出
会

い
、
多
様
で
多
彩
な
生
活
を
経

験
し
た
。

南
米
ペ
ル
ー
に
あ
る
、
か
つ

て
の
イ
ン
カ
帝
国
の
都
、
ク
ス

コ
の
遺
跡
。
深
夜
、
真
っ
暗
な

空
間
に
広
が
る
星
空
を
見
上
げ

た
。
標
高
三
千
メ
ー
ト
ル
を
超

え
る
こ
の
地
に
街
の
明
か
り
は

届
か
な
い
。
自
分
の
姿
も
見
え

ず
、
空
に
向
か
っ
て
手
を
伸
ば

し
て
も
そ
の
手
も
見
え
な
い
。

自
分
は
い
っ
た
い
誰
？
誰
な
ん

だ
ろ
う
。
そ
の
時
、
遠
く
か
ら

か
す
か
に
聞
こ
え
て
き
た
の

は
、あ
の
太
鼓
の
響
き
だ
っ
た
。

ス
マ
ホ
で
ほ
ぼ
毎
日
見
る
映

像
が
あ
る
。
リ
ニ
ア
建
設
予
定

地
を
ラ
イ
ブ
で
映
し
出
す
カ
メ

ラ
。
友
と
遊
ん
だ
天
竜
川
に
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
柱
が
建
設
さ
れ

て
い
る
。「
都
の
塵
も
通
い
来

ぬ
」
と
母
校
・
飯
田
高
校
の
校

歌
に
歌
わ
れ
た
故
郷
に
も
、
変

化
の
風
が
吹
い
て
き
た
。
何
年

か
す
る
と
、
こ
の
伊
那
谷
の
景

色
も
変
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
で

も
私
に
は
一
つ
の
確
信
に
近
い

願
い
が
あ
る
。
あ
の
阿
島
の
町

を
獅
子
や
屋
台
が
練
り
歩
く
光

景
が
こ
れ
か
ら
も
続
く
こ
と

を
。「テ

ン
、テ
ン
、ド
ン
、ド
ン
、

テ
ン
、
ド
ン
、
ド
ン
、、、、、」

春
が
来
ま
し
た

寒
波
の
波
を
抜
け
て
、
村
内
に
も
春
が
訪
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。

強
張
っ
た
体
を
ほ
ぐ
し
に
、
外
へ
出
か
け
ま
し
ょ
う
！

「
村
へ
の
願
い
」を

募
集
し
ま
す
!!

「
村
へ
の
願
い
」を

募
集
し
ま
す
!!

「
村
へ
の
願
い
」を

募
集
し
ま
す
!!

「
今
日
は
魚
が
食
べ
た
い
」

と
思
っ
た
と
き
、
ど
う
や
っ
て

お
店
で
魚
を
選
び
ま
す
か
？
好

き
な
魚
や
、
安
い
魚
を
選
ぶ
の

も
い
い
で
す
が
、海
を
守
る「
水

産
エ
コ
ラ
ベ
ル
」
を
選
ぶ
と
い

う
選
択
が
あ
る
の
を
ご
存
じ
で

し
ょ
う
か
？
世
界
的
に
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
水
産
エ
コ
ラ
ベ
ル

は
２
種
類
あ
り
ま
す
。（
左
記
）

昔
と
比
べ
て
、
多
く
の
人
が

魚
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
で
、
魚
の
水
揚
げ
量
が
増
加

し
、
海
の
生
態
系
に
影
響
が
出

て
い
ま
す
。
魚
が
少
な
く
な
っ

た
な
ら
、
養
殖
を
す
れ
ば
い

い
！
と
単
純
に
思
い
ま
す
が
、

養
殖
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

大
量
の
糞
が
出
た
り
、
化
学
薬

品
等
を
使
う
こ
と
で
海
の
汚

染
に
繋
が
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
大
型
魚

を
育
て
る
に
は

エ
サ
と
な
る
小

魚
が
大
量
に
必

要
で
す
。

最
近
は
サ
ン

マ
が
獲
れ
な
い
と
よ
く
聞
き
ま

す
が
、
そ
の
う
ち
も
っ
と
獲
れ

な
い
魚
が
増
え
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

山
国
の
私
た
ち
が
で
き
る
こ

と
。
そ
れ
は
、
環
境
に
配
慮
し

た
「
モ
ノ
」
を
選
ぶ
こ
と
で
す
。

魚
に
限
ら
ず
、
買
い
物
で
で
き

る
S
D
G
s
が
あ
り
ま
す
。

最
近
は
「
エ
シ
カ
ル
消
費
」
と

い
う
言
葉
も
よ
く
聞
く
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
エ
シ
カ
ル
消
費

と
は
「
環
境
や
社
会
等
に
配
慮

し
た
消
費
」
で
す
。
必
要
な
分

だ
け
買
う
。
地
元
の
も
の
を
選

ぶ
等
、
自
分
の
生
活
の
中
か
ら

取
り
組
み
を
始
め
て
み
ま
せ
ん

か
。

俺
の
楽
し
み
は
晩
酌

日
本
酒
と
マ
グ
ロ
が

外
せ
な
い

ま
た
エ
ス
デ
ー
な
ん
ち
ゃ
ら
か

俺
の
生
き
て
る
間
だ
け

マ
グ
ロ
が
あ
れ
ば

い
い
さ

みんな大好き「マグロ」
食べる人が増えたため、
将来食べられない
可能性も…

獲りすぎや養殖は
海の生態系を壊し
皆さんのお子さん
お孫さんの未来に
影響を与えます

今日のSDGs

じーじ

あそぼー♥

母
さ
ん
！

明
日
は

旬
の
魚
に
し
て
く
れ
！

俺
か
ら
始
め
る
Ｓ
Ｄ
Ｇｓ

なんなの？
いきなり

かわいい孫

テレビ
MSC「海のエコラベル」

水産資源と環境に
配慮し適切に管理
された、持続可能
な漁業で獲られた
天然の水産物であ
ることを示すマーク

自然環境や働く人
の労働環境に配慮
された養殖場で作
られた水産物であ
ることを示すマーク

ASCラベル

富田の木下平治さん宅に咲いた福寿草伊久間の吉澤武彦さん宅の紅梅

（2）令和４年３月16日 第636号公民館報　　た　　か　　ぎ

た
か
ぎ
短
歌
会

新
春
歌
会
詠
草

海を守る水産エコラベルを
知っていますか？

～こども学遊館子育て広場の取り組みより～
リユースデー

（編集部）

将
来
こ
ん
な
村
に
な
っ
て
ほ
し

い
。
こ
こ
が
良
く
な
れ
ば
い
い
な
。

こ
ん
な
事
を
や
っ
て
み
た
ら
い
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
。
な
ど
な
ど
、
皆

青
緑
の
巧
に
暈ぼ

か

す
筆
遣
い
魁
夷
の
襖
絵
目
を
凝
ら
し
見
る	

知
久　

美
子

こ
の
年
も
破
魔
矢
羽
子
板
飾
り
た
り
親
よ
り
譲
ら
れ
五
十
五
年
経
ぬ	

小
椋　

り
よ

あ
ど
け
な
さ
残
れ
る
孫
は
こ
の
春
に
嫁
さ
ん
貰
う
と
照
れ
つ
つ
告
げ
る	

木
下　

寿
子

久
々
に
仰
ぐ
星
空
澄
み
渡
り
小
さ
き
心
が
吸
わ
れ
ゆ
く
ご
と	

内
山　

和
子

正
月
は
凧
揚
げ
羽
根
つ
き
独
楽
回
し
今
の
子
供
は
ゲ
ー
ム
に
ア
ニ
メ	

内
山　

貴
子

赤
き
実
の
庭
の
南
天
た
わ
わ
に
て
無
事
の
一
年
除
夜
の
鐘
開
く	

田
中　

妙
子

陽
を
浴
び
て
障
子
に
映
え
る
柿
の
れ
ん
昔
む
か
し
に
引
き
込
ま
れ
ゆ
く	

元
島　

康
子

新に
い
ど
し年
の
陽ひ

か
り光
当
て
た
る
夜
具
温
く
二
夜
泊
り
の
吾
子
を
眠
ら
す	

木
林　

睦
枝

元
朝
に
数あ

ま
た多

届
き
し
年
賀
状
皆
と
ま
み
え
て
肉
声
聞
き
た
し	

市
瀬　

准
子

窓
越
し
に
庭
の
椿
の
枝
見
れ
ば
競
ふ
ば
か
り
に
春
を
告
げ
ゐ
る	
関
島　

春
子

水み
ず
く
き茎

の
跡
は
大
方
稀
な
れ
ど
春
を
束
ね
て
賀
状
届
き
ぬ	

福
澤　

亀
人

さ
ん
の
「
村
への
願
い
」
を
館
報

に
書
い
て
み
ま
せ
ん
か
？
本
名
ま

た
は
匿
名
・
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
Ｏ
Ｋ

で
す
。
喬
木
村
で
生
活
し
て
い

て
思
う
事
を
文
字
に
し
て
発
信

し
ま
し
ょ
う
！

公
民
館
報
は
村
民
の
皆
さ
ん

の
活
動
や
声
を
発
信
す
る
場
所

で
す
。
ど
ん
ど
ん
ご
活
用
く
だ

さ
い
！皆さ

ん
の
声
、
お
待
ち
し
て
い

ま
す
。

村への願い
～こんな村だったら最高！～

【記事内容】
将来こんな村になってほしい。
ここが良くなればいいな。こん
な事をやってみたらいんじゃな
いか等、村民の皆さんの「村へ
の願い」や生活していて思う事

【名前の掲載】
本名、匿名、ペンネームのいず
れか（選択）

【文字数】
600文字程度

　

寒
か
っ
た
日
々
も
そ
ろ
そ

ろ
終
わ
り
に
な
っ
て
来
た
。
日

の
光
、
空
気
の
匂
い
も
春
め

い
て
来
た
。
花
が
咲
き
始
め
、

野
原
に
色
が
出
て
き
た
。
色
々

な
事
が
始
ま
っ
て
来
た
。
風

は
寒
い
が
、
日
が
差
せ
ば
あ
っ

た
か
く
て
気
持
ち
が
い
い
。
鳥

た
ち
も
朝
に
は
元
気
に
鳴
い

て
い
る
。
川
の
せ
せ
ら
ぎ
も
少

し
大
き
な
音
で
流
れ
て
い
る
。

キ
ラ
キ
ラ
光
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
山
に
は
ま
だ
雪
が

残
っ
て
い
る
が
、
も
う
じ
き
消

え
て
い
く
だ
ろ
う
。
柿
の
木
も

剪
定
さ
れ
、
春
を
待
つ
だ
け
と

な
っ
た
。
青
々
と
し
た
草
も
、

も
う
じ
き
見
ら
れ
る
様
に
な

る
だ
ろ
う
。　
　
　
（
編
集
部
）


