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安茂里地区
世帯数と人口
（２月１日現在）

世帯数
総人口
男
女

9,065戸
21,062人
10,087人
10,975人

杏仁

　
新
成
人
代
表
謝
辞

佐
藤
　
雅
文

　
本
日
は
、
新

年
早
々
お
忙
し

い
中
、
新
た
な

門
出
に
対
し
、

こ
の
よ
う
な
式
典
を
挙
行
い
た
だ

き
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
お
祝
い
や
激
励
の
言
葉
を

い
た
だ
き
ま
し
た
、
ご
来
賓
の
皆

様
、
ご
出
席
い
た
だ
い
た
皆
様
に
、

新
成
人
二
一
七
名
を
代
表
し
、
心

よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
本
日
、
成
人
の
門
出
を
迎
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
は
、
ひ
と

え
に
先
生
方
や
家
族
、
地
域
の
皆

様
方
の
温
か
い
愛
情
と
ご
指
導
が

あ
っ
た
お
か
げ
で
あ
る
と
感
じ
て

お
り
ま
す
。
本
日
の
成
人
式
で
懐

か
し
い
先
生
方
や
友
人
と
お
会
い

し
、
た
く
さ
ん
の
思
い
出
が
こ
み

上
げ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
二
十
年

間
楽
し
い
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、

つ
ら
い
こ
と
も
経
験
し
て
き
ま
し

た
。
そ
れ
ら
は
何
一
つ
と
し
て
無

駄
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
か
ら

の
私
た
ち
が
社
会
で
生
き
て
い
く

た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
信

じ
て
い
ま
す
。

　
二
十
歳
と
い
う
大
き
な
節
目
を

迎
え
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
責
任
が

つ
い
て
ま
わ
り
ま
す
。
一
人
一
人

が
大
人
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
、

責
任
あ
る
行
動
を
と
ら
な
く
て
は

い
け
ま
せ
ん
。
し
か
し
ま
だ
ま
だ

未
熟
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
周
囲
に

迷
惑
を
か
け
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

る
と
思
い
ま
す
。
成
功
も
失
敗
も

す
べ
て
を
糧
と
し
、
大
人
と
し
て

の
姿
を
次
の
世
代
に
示
し
、
繋
げ

て
い
く
こ
と
が
成
人
に
な
っ
た
私

た
ち
の
使
命
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

　
時
代
は
移
り
変
わ
り
、
私
た
ち

の
生
ま
れ
た
平
成
も
終
わ
り
を
告

げ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
絶
え
ず

変
化
し
つ
づ
け
て
い
る
時
の
流
れ

の
中
で
、
く
じ
け
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
時
、

家
族
や
友
人
を
は
じ
め
す
べ
て
の

方
々
か
ら
、
支
え
ら
れ
て
き
た
こ

の
二
十
年
間
を
胸
に
、
強
く
歩
み

続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す

こ
の
二
十
年
間
様
々
な
場
所
で

培
っ
て
き
た
も
の
を
、
こ
れ
か
ら

の
生
活
の
な
か
で
活
か
し
、
社
会

貢
献
に
繋
げ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
日

の
式
典
を
挙
行
し
て
い
た
だ
き
、

改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
皆
様
の
ご
健
康
と
ご
多
幸
を
お

祈
り
し
、
成
人
者
を
代
表
し
て
、

お
礼
の
言
葉
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

　
今
年
の
節
分
も
豆
ま

き
を
し
て
厄
払
い
を
し
、

翌
日
は
穏
や
か
な
青
空

の
も
と
立
春
を
迎
え
た
。

し
か
し
節
分
の
晩
は
雪

で
な
く
、
大
雨
で
あ
っ

た
。
禍
い
を
水
に
流
し
春
に
向
け
て

歩
み
始
め
る
に
は
、
丁
度
い
い
雨
で

あ
っ
た
。
だ
が
寒
の
戻
り
は
厳
し
く

春
は
名
ば
か
り
で
あ
っ
た
も
の
の
、

梅
や
蝋
梅
が
咲
き
出
す
雛
祭
り
頃
に

は
や
っ
と
春
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
▼
桃
の
節
句
は
安
茂
里
界
隈

で
は
旧
暦
だ
が
、
こ
の
日
北
相
木
村

で
は
カ
ナ
ン
バ
レ
が
行
わ
れ
る
。
千

曲
川
支
流
の
相
木
川
で
子
ど
も
達
が

流
し
雛
を
す
る
も
の
で
、
古
く
な
っ

た
お
雛
様
等
を
丸
い
サ
ン
ダ
ワ
ラ
に

載
せ
、
そ
っ
と
川
に
流
す
伝
統
行
事

で
あ
る
。
人
形
を
な
で
て
汚
れ
を

払
っ
て
か
ら
川
に
流
す
こ
と
に
は
、

子
ど
も
の
無
事
を
祈
る
思
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
。
▼
水
に
流
す
こ
と
で

厄
を
払
う
仕
方
は
、
そ
れ
以
降
の
年

中
行
事
に
も
見
ら
れ
る
。
か
つ
て
七

夕
飾
り
の
竹
や
お
盆
に
な
す
で
作
っ

た
ウ
マ
な
ど
を
、
小
川
に
流
し
た
の

も
同
じ
意
味
が
あ
る
。
篠
ノ
井
東
横

田
の
虫
送
り
も
同
様
で
、
毎
年
８
月

に
ム
ラ
内
の
害
虫
駆
除
を
目
的
に
、

ヨ
シ
で
編
ん
だ
か
ご
に
バ
ッ
タ
等
を

入
れ
て
村
外
に
追
い
出
す
行
事
だ
。

ム
ラ
内
を
回
っ
た
後
橋
の
上
で
虫
か

ご
を
燃
や
し
千
曲
川
に
流
す
も
の
で

あ
る
。
何
で
も
「
水
に
流
す
」
の
も

困
り
も
の
だ
が
、
季
節
の
節
目
ご
と

に
「
水
に
流
す
」
行
事
も
大
切
に
し

た
い
も
の
だ
。
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二
十
歳
の
決
意寺

島
　
涼
平

　
気
が
つ
け
ば

私
も
二
十
歳
を

迎
え
、
こ
の
冬

に
は
成
人
式
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

　
今
、
私
が
無
事
に
成
人
を
迎
え

ら
れ
た
の
は
両
親
や
家
族
、
友
人
、

先
生
方
や
地
域
の
方
々
に
支
え
ら

れ
た
お
か
げ
で
す
。
私
は
、
今
ま

で
育
て
て
く
れ
た
こ
と
に
本
当
に

感
謝
し
て
い
ま
す
。
こ
の
感
謝
の

気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
、
今
度
は
私

が
行
動
で
示
し
て
い
き
ま
す
。

私
は
、
成
人
に
な
る
に
あ
た
り
、

挨
拶
が
で
き
る
こ
と
や
期
限
や
約

束
を
守
る
こ
と
、
人
に
感
謝
す
る

気
持
ち
な
ど
、
当
た
り
前
の
こ
と

を
当
た
り
前
に
行
え
る
成
人
に
な

り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
私
は
今
年
の
春
か
ら
新
社

会
人
に
な
り
ま
す
。
成
人
と
し
て

の
私
の
考
え
は
、
社
会
人
と
し
て

も
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
、
成
人
し
て
の
自
覚
を
大

切
に
、
こ
れ
か
ら
社
会
人
と
し
て

社
会
に
貢
献
で
き
る
よ
う
に
生
き

て
い
き
ま
す
。

　
成
人
を
迎
え
て竹

原
　
柾
也

　
私
が
成
人
を

迎
え
る
に
あ
た

っ
て
の
抱
負
と

し
て
、
自
立
し

て
、
自
分
自
身
で
物
事
を
見
極
め
、

判
断
で
き
る
人
間
に
な
る
と
言
う

こ
と
で
す
。
現
に
私
は
大
学
で
不

特
定
多
数
の
人
た
ち
に
運
動
指
導

な
ど
を
す
る
職
種
の
資
格
取
得
を

目
指
し
て
勉
強
し
て
い
ま
す
。
そ

の
中
で
実
習
が
多
く
あ
り
、
実
際

に
指
導
に
当
た
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
時
に
様
々
な
場
面
に
遭

遇
し
た
際
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
や
、
知
識
を
選
択
し

使
っ
て
判
断
し
て
行
動
を
し
な
い

と
い
け
な
い
立
場
に
な
っ
て
き
ま

す
。
そ
う
し
た
時
に
自
分
自
身
で

物
事
を
見
極
め
、
判
断
で
き
る
人

間
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
す
。

ま
た
、
あ
と
一
年
し
た
ら
就
職
活

動
が
始
ま
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
時

に
自
分
か
ら
行
動
を
起
こ
さ
な
い

と
就
職
も
で
き
な
い
し
、
何
も
始

ま
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
回
避
す
る

に
は
、
自
発
性
と
行
動
力
を
軸
に

勇
気
を
持
っ
て
今
日
に
直
面
し
て

い
る
問
題
に
向
き
合
っ
て
、
自
分

を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
た
め
に
こ
れ
か
ら
の
日
常

生
活
の
様
々
な
場
面
で
、
日
々
精

進
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
平
成
29
年
度
か

ら
安
茂
里
地
区
住

民
自
治
協
議
会
を

指
定
管
理
者
と
す

る
「
安
茂
里
公
民
館
」
に
移
行
し
た

こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
公
民
館
運
営

委
員
会
が
設
け
ら
れ
た
。
当
時
、
安

茂
里
吹
奏
楽
団
の
団
長
が
利
用
団
体

の
代
表
の
一
人
と
し
て
委
員
就
任
を

要
請
さ
れ
た
が
、
多
忙
で
あ
っ
た
団

長
に
代
わ
り
推
さ
れ
て
、
私
が
委
嘱

を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
私
の
属
す
る
安
茂
里
吹
奏
楽
団
は
、

毎
週
水
曜
日
と
金
曜
日
に
公
民
館
を

練
習
会
場
と
し
て
使
わ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
の
で
、
気
付
い
た
こ
と
が

あ
れ
ば
、
委
員
と
し
て
の
立
場
で
提

言
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
あ
り
が

た
い
こ
と
に
、
男
子
ト
イ
レ
の
自
動

洗
浄
化
も
実
現
し
ま
し
た
。

　
運
営
委
員
会
が
発
足
し
１
年
が
経

過
し
た
こ
と
も
あ
り
、
今
年
度
は
課

題
を
「
①
公
民
館
運
営
に
関
す
る
地

域
住
民
の
意
見
、
要
望
の
収
集
」

「
②
他
団
体
事
務
受
託
の
是
非
と
対

応
策
」
「
③
公
民
館
・
住
自
協
Ｈ
Ｐ

作
成
の
基
本
方
針
策
定
と
長
野
工
業

高
校
へ
の
シ
ス
テ
ム
構
築
依
頼
」
の

三
つ
に
限
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
分
科
会

を
立
ち
上
げ
て
提
言
案
を
検
討
し
て

き
た
。
検
討
結
果
は
、
住
自
協
、
公

民
館
双
方
に
提
案
し
、
審
議
を
お
願

い
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

公
民
館
運
営
委
員
会
か
ら
⑦

運
営
委
員
の
委
嘱
を
受
け
て

　

運
営
委
員
　
髙
野
　
博
明

成
人
式
に

参
加
し
て

児
童
セ
ン
タ
ー
・
子
ど
も
プ
ラ
ザ
の
紹
介
②

　「
松
ヶ
丘
児
童
セ
ン
タ
ー
」
の
紹
介

　
松
ヶ
丘
児
童
セ
ン
タ
ー
で
は
、
放
課

後
の
子
ど
も
達
に
安
全
で
安
心
な
遊
び

場
と
生
活
の
場
を
提
供
す
る
と
共
に
、

集
団
生
活
で
心
身
と
も
に
成
長
す
る
様
、

支
援
し
て
い
ま
す
。

　
松
ヶ
丘
児
童
セ
ン
タ
ー
は
、
松
ヶ
丘

小
学
校
に
通
う
一
年
生
と
二
年
生
78
名

の
内
、
62
名
が
登
録
し
て
利
用
し
て
い

ま
す
。
小
学
校
か
ら
下
っ
て
登
校
し
た

後
、
学
校
の
宿
題
や
写
し
絵
な
ど
を
す

る
時
間
を
設
け
、
そ
の
後
、
遊
戯
室
で

縄
飛
び
な
ど
で
走
り
回
っ
て
い
ま
す
。

　
特
に
一
輪
車
は
、
二
～
三
ヶ
月
す
る

と
乗
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
輪
車
検
定

で
は
、
乗
り
方
、
降
り
方
、
片
付
け
方

ま
で
上
手
に
で
き
る
と
合
格
証
が
与
え

ら
れ
ま
す
。
天
気
の
良
い
日
は
、
庭
で

砂
遊
び
、
シ
ャ
ボ
ン
玉
で
遊
び
ま
す
。

　
夕
方
五
時
か
ら
児
童
全
員
で
遊
戯
室
、

ト
イ
レ
以
外
の
床
を
毎
日
、
雑
巾
が
け

を
し
て
い
ま
す
。

　
昨
年
の
三
月
に
は
念
願
で
あ
っ
た
遊

戯
室
の
床
の
板
張
工
事
が
完
成
し
、
転

倒
時
の
安
全
性
が
向
上
し
ま
し
た
。
今

年
の
夏
ま
で
に
は
、
集
会
室
に
冷
房
装

置
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
猛
暑

の
夏
も
緩
和
さ
れ

そ
う
で
す
。
お
迎

え
の
保
護
者
に
子

ど
も
を
無
事
お
渡

し
で
き
る
よ
う
職

員
一
同
心
が
け
て

い
ま
す
。

「
松
ヶ
丘
子
ど
も
プ
ラ
ザ
」
の
紹
介

　
松
ヶ
丘
子
ど
も
プ
ラ
ザ
は
、
主
な
活

動
場
所
と
し
て
三
教
室
と
体
育
館
及
び

校
庭
を
お
借
り
し
て
過
ご
し
て
い
ま
す

が
、
裏
山
や
志
奈
埜
市
神
社
も
活
動
範

囲
で
す
。
ス
リ
ル
も
自
然
も
い
っ
ぱ
い

の
裏
山
を
子
ど
も
達
は
大
好
き
で
、
春

は
花
見
・
オ
タ
マ
ジ
ャ
ク
シ
す
く
い
、

夏
は
登
山
、
虫
取
り
・
基
地
づ
く
り
、

秋
は
木
の
実
拾
い
・
紅
葉
狩
り
、
冬
は

そ
り
滑
り
等
、
四
季
を
通
じ
て
楽
し
ん

で
い
ま
す
が
、
イ
ノ
シ
シ
や
キ
ツ
ネ
、

ヘ
ビ
が
校
門
近
く
ま
で
や
っ
て
き
ま
す
。

困
る
の
は
ス
ス
メ
バ
チ
と
漆
の
木
で
、

そ
の
よ
う
な
危
険
や
結
界
を
最
初
に
覚

え
て
も
ら
い
、
貴
重
な
裏
山
を
出
来
る
だ

け
活
用
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

登
館
し
て
来
る
と
、
宿
題
を
始
め
る
子
、

マ
ン
ガ
を
読
む
子
、
コ
マ
回
し
や
ト
ラ

ン
ポ
リ
ン
で
遊
び
始
め
る
子
な
ど
様
々

で
す
。
そ
の
後
連
絡
会
を
行
い
、
体
育

館
、
校
庭
、
裏
山
で
遊
べ
る
時
間
や
注

意
点
な
ど
を
伝
え
ま
す
が
、
全
員
集
合

さ
せ
る
た
め
に
も
、
週
１
回
程
度

チ
ョ
ッ
ト
し
た
お
や
つ
を
出
し
て
い
ま

す
。
長
期
休
暇
に
は
、
大
人
気
の
カ

レ
ー
や
流
し
そ
う
め
ん
な
ど
一
緒
に

作
っ
て
そ
れ
を
皆
で
い
た
だ
き
ま
す
が
、

食
材
は
地
域
の
人
に
提
供
を
し
て
い
た

だ
き
大
感
謝
で
す
。

　
子
ど
も
や
保
護
者
と
の
信
頼
関
係
の

構
築
や
お
互
い
を
も
っ
と
知
る
た
め
に

保
護
者
懇
談
も
行
い
、
「
子
ど
も
中

心
」
の
プ
ラ
ザ
運
営
を
心
掛
け
て
い
ま

す
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
「
良
い
場

所
」
と
な
る
よ
う
願
い
な
が
ら
、
職
員

一
同
思
い
き
り

体
を
動
か
し
笑

顔
を
大
切
に
楽

し
く
遊
ん
で
い

ま
す
。

折り紙教室

野
菜
も
流
れ
る「
流
し
そ
う
め
ん
」

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
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（3） 第 443 号 安 茂 里 公 民 館 平成 31 年 3月 1日

講 座 名 曜・時間 １　学　期 2　学　期 3　学　期 講　師

手あみもの
(定員20名)

（月）
午前
10:00
～
12:00

◎１枚ごとに製図及び割り出しを指導。修了までには一人で製図ができます。

岡村　啓子○棒針編みの基本技法を学ぶ
○かんたんベスト
○プリーツベスト

○ブリューゲルチュニック
○レース模様のカーディ
〇かぎ針編みの小物

○ラグラン袖セーター
○流行あみものなど"

英会話(初級)
(定員30名)

（月）
午後
1:30
～
3:30

○中１～高１程度の内容　特に、中学校で学習する文法や会話表現をしっかり学ぶ。
○リスニング、リーディング、音読を通して様々な英語を浴びる。
○４～５月は、英語を思い出すようにあいさつ、数字などの基礎を重視する。
○海外旅行で使用する基本的な表現を身につける。
○週末の出来事などについて話せるようにする。

向山　智子

水墨画
(定員20名)

（月）
午後
1:30
～
3:30

○水墨画の歴史背景、水墨画
の用具用材。

○三墨法の調墨から四君子
（蘭・竹・菊・梅）等花鳥
画の線描き、面描きの基本
画法。

○水墨風景画を描く。
　樹葉法、山石法、雲烟法等
の画法を基本に、水の表現
（滝・渓流・湖沼・霧・雪）、
　水墨画で大切な余白の表現
の基本画法。

○作品を完成させる。
　色紙、掛軸等の基本画法も
含め作品を仕上げる。

○各学期を通じて作品の画評
会を行い鑑賞の知識を高め
る。

宮澤　祐司

書道
(定員20名)

（火）
午前
10:00
～
12:00

○漢字の学習
　・基本技法　　・楷書を習う
　・行書を習う　・隷書を習う
○調和体の学習
　・基本学習
　・身近な言葉を書く
○かなの学習
　・いろは単体を習う
　・変体がなを習う

○漢字の学習
　・草書を習う　・古典を学ぶ
　・楷書、行書、草書
○調和体の学習
　・詩、歌、文章を書く
○かなの学習
　・古筆を学ぶ
　・俳句を書く
　・和歌を書く

○作品の制作
　・漢字、調和体、かなともに
　　作品に仕上げる

新井　清玉

実用英会話
(定員20名)

（火）
午後
1:30
～
3:30

〇絵カード、会話カード等を
使って基本的な英語の表現
力をつける

（中２～高１程度の内容）
〇日常生活などについてでき
るだけ英語で話してみる

○絵カードを見て、英文を
作ったり、クラスメートに
質問したりしてみる

〇新聞やＴＶのニュース、身
の回りのできごと等につい
て話してみる

○更に会話力をつける
○フリートーキング

近藤　秀子

絵手紙
(定員20名)

（火）
午後
1:30
～
3:30

○形式にとらわれず、楽しく絵と言葉で想いを伝える絵手紙を描く。
○顔彩、水彩絵の具、色鉛筆、パステル、墨など、自分の好きな用具で自由に絵を描く。
○毛筆、筆ペン、割りばし、ボールペンなどで、絵手紙の文字の書き方を工夫する。
○四季の草花、野菜や果物などを描き、季節便りの絵手紙をつくる。
○型押し並べなどの造形遊び通して、楽しく暑中見舞いや年賀状をつくる。
○写真に撮った身近な風景・草花、家族の顔・動物ペットなどを色紙に大きく描く。
○互いの作品を鑑賞し合い、表現の仕方や工夫の良さを学び合う。

小池　一秀

水彩画
(定員20名)

（木）
午後
1:30
～
3:30

○水彩画の基本的な心構えについて
○水彩画の特徴を知り有効的な表現を高める
○いろいろな用紙の特徴を知り、その特徴を活かした表現を心がける
○用具、材料などを自分が使いやすいようするなど工夫してみよう
○デッサン力を高め表現や感動を豊かにしてみよう
○線や面を意識して内容表現をより独創的なものにしよう
○色を高め、混色・滲み・暈しなど技法を身につけ、より向上に努めよう
○静物画・風景画・人物画・構想表現等を通して、ものをみる力や表現する力を養い感動を高めよう
○構図・配色・透明感・遠近感・質感等の表現が高めるようにする
○様々な表現をして水彩画の楽しさを知り、さらに自分しか出来ない個性豊かな表現をしてみよう
○自然の美しさに感動し写生などの活動に幅を広めて楽しさを倍加できるように努めよう
○作品研究や批評会を通して自己の表現の幅を広め資質の向上に努める
○公民館の行事に参加し作品展示を通じて地域社会と交流し、また市内のギャラリーで展示し鑑賞
者の意見に留意し向上に努めよう

〇いろいろな展覧会を鑑賞し、または出品して資質の向上に努める
〇新入生については個別にわかりやすく具体的に指導しますので安心して、ご参加ください

飯島　文隆

楽しむ
「かな書道」
(定員20名)

（金）
午前
10:00
～
12:00

「書」を生活の中で楽しむた
めにまず、かな書道の基礎を
学びます。（太筆、細筆を使用）
○かなの基本線
○ひらがなの単体
○変体がな
○連綿（２～５文字くらいのもの）
○俳句を細筆で書く

○和歌の行書き
○手紙（年賀状を中心に）
○散らし書き
○太筆での作品制作

○和歌や俳句を短冊や半懐紙
に書く

○作品に仕上げる
○「書」を生活の中で楽しむ 日詰　静琴

平成31年度 成人学校講座の内容 場所／長野市立安茂里公民館

　
１　受付日　　平成31年４月３日（水）　※10時から（新規受講者）　※10時45分から（継続受講者）
２　受講料　　各学期8,000円（1、2、3 学期毎に）つり銭のないようにお願いします。（材料費等は含まれません。）
３　回　数　　週１回で年間36回（１学期12回）

成人学校への入学手続き等成人学校への入学手続き等
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第
43
回
囲
碁
将
棋
大
会

地
区
対
抗
戦
行
わ
れ
る

　
春
夏
秋
冬 

　
　
　
小
市
団
地
公
民
館
長

　

森
山　

典
子

　
小
市
団
地
。
御
多
分
に
も
れ
ず

少
子
高
齢
化
が
ど
ん
ど
ん
進
ん
で

い
ま
す
。

　
激
し
く
走
る
こ
と
は
で
き
な
く

な
っ
て
も
、
皆
で
公
民
館
に
集
ま

り
、
そ
し
て
広
場
に
集
ま
り
楽
し

む
行
事
が
あ
り
ま
す
。
「
春
の
桜

祭
り
」
。
小
市
団
地
の
桜
は
長
野

市
の
中
で
も
負
け
な
い
美
し
い
桜

並
木
に
な
り
ま
す
。「
夏
祭
り
」
。

熱
中
症
に
気
を
付
け
な
が
ら
暑
い

夏
を
楽
し
み
ま
す
。

　
正
月
を
迎
え
る
た
め
の
「
し
め

縄
作
り
講
習
会
」
と
「
餅
つ
き
大

会
」
。
公
民
館
の
役
員
だ
け
で
は

と
て
も
や
っ
て
い
け
ま
せ
ん
が
、

遊
び
隊
と
い
う
力
強
い
助
っ
人
隊

が
あ
り
ま
す
。
秋
も
「
四
地
区
運

動
会
」
が
あ
り
ま
す
。
や
れ
る
競

技
な
ど
に
限
り
が
で
て
き
ま
し
た
。

お
手
伝
い
も
思
う
よ
う
に
は
で
き

な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
状
況
の
中
で
も
自
治
会
役
員

の
皆
様
、
住
民
の
皆
様
の
ご
協
力

を
得
て
、
公
民
館
が
楽
し
く
大
切

な
交
流
の
場
と
し
て
い
け
る
こ
と

を
願
っ
て
い
ま
す
。

　
『
伊
勢
宮
』
と
は
何
な
の
？

　
　
　
　
伊
勢
宮
公
民
館
長

小
島　
　

博

　
伊
勢
宮
区
の
公
民
館
長
に
就
任

し
、
改
め
て
「
伊
勢
宮
」
の
名
前

に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
た
。

　
全
国
に
「
伊
勢
」
の
付
く
地
名

は
数
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

「
伊
勢
神
宮
」
に
ゆ
か
り
の
あ
る

各
地
の
お
宮
「
伊
勢
神
社
」
「
神

明
社
」
等
か
ら
派
生
し
た
名
前
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
又
、
中
世
期
の

豪
族
が
「
伊
勢
神
宮
」
に
神
領
を

寄
進
し
た
時
、
「
伊
勢
」
の
地
名

を
拝
領
し
、
そ
の
名
が
残
っ
た
と

思
わ
れ
る
地
域
で
す
。
し
か
し
な

が
ら
「
伊
勢
宮
」
と
い
う
名
前
の

市
町
村
名
は
全
国
に
「
長
野
市
伊

勢
宮
」
た
だ
一
か
所
で
す
。「
伊
勢

神
宮
」
の
名
前
を
そ
の
ま
ま
地
名

に
し
た
非
常
に
珍
し
い
例
で
す
。

元
々
現
在
の
伊
勢
宮
の
地
に
「
神

明
社
」
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
明
治

時
代
に
無
格
社
統
合
の
一
環
と
し

て
、
一
時
「
犀
川
神
社
」
に
合
祀

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
現
在
の
伊
勢
宮
団
地
が
、
昭
和

41
年
に
造
成
さ
れ
て
間
も
な
く

「
伊
勢
宮
神
社
」
再
建
の
機
運
が

高
ま
り
ま
し
た
。
当
時
の
関
係
者

の
努
力
で
昭
和
45
年
に
「
主
祭
神
　

天
照
大
神
」
を
勧
請
し
神
社
造
営

が
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
様
に
歴

史
的
に
も
非
常
に
意
味
が
深
い
地

区
に
生
活
し
て
い
る
事
を
、
時
々

思
い
出
し
て
み
る
事
も
楽
し
い
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
。

小市団地の桜並木

　
去
る
２
月
３
日
（
日
）
午
前
９

時
か
ら
、
第
43
回
　
囲
碁
将
棋
大

会
が
安
茂
里
公
民
館
主
催
で
行
わ

れ
、
終
日
熱
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ

ま
し
た
。

　
《
団
体
戦
の
結
果
》

　
囲
碁
の
部

　
　

優　

勝　
　

大
門

　
　

準
優
勝　
　

伊
勢
宮
Ａ

　
　

３　

位　
　

伊
勢
宮
Ｂ

　
将
棋
の
部

　
　

優　

勝　
　

伊
勢
宮
Ａ

　
　

準
優
勝　
　

小
市
Ｂ

　
　

３　

位　
　

小
市
Ａ

裏
や
隣
空
家
が
か
こ
む
我
家
は

　
人
声
も
せ
ぬ
夜
を
む
か
へ
り

林
　
道
子

「
寅
さ
ん
」
に
会
社
人
生
癒
さ
れ
し

　
高
度
成
長
真
盛
り
の
頃水

野
　
博

そ
ら
高
く
ゆ
っ
た
り
と
し
た
雲

　
ど
こ
へ
ゆ
く

　
山
村
暮
鳥
思
い
出
す
秋

伝
田
　
紀
昭

　病
床
の
母
に
添
い
寝
す
る
我
が
肩
に

食
べ
て
い
る
か
と
布
団
掛
け
く
る

酒
井
　
純
子

雪
の
華
は
朝
の
陽
を
浴
び
輝
け
る

溶
け
ゆ
く
定
め
を
知
る
や
知
ら
ず
や

寺
島
　
み
き
子

待
ち
時
間
を
駅
の
喫
茶
コ
ー
ナ
ー
に

コ
ー
ヒ
ー
た
の
し
む
旅
の
は
じ
ま
り

小
林
　
道
子

う
ら
寒
し
炬
燵
に
入
り
て
蜜
柑
剥
く

こ
れ
ぞ
至
福
の
ひ
と
と
き
な
り
し

山
崎
　
徳
男

こ
ど
も
服
の
袖
が
私
の
肩
に
く
る

　
洗
濯
物
は
元
気
を
出
し
て
と
　

礒
野
　
智
子

寒
の
入
り
霜
枯
れ
つ
つ
も
山
茶
花
は

　
冬
を
彩
り
健
気
に
も
咲
く

小
林
　
靖
子

物
を
言
ふ
電
化
製
品
指
示
多
く

　
独
り
で
居
た
き
時
の
じ
や
ま
を
す

小
宮
山
　
公
子

短
歌
趣
味
の
会

dddddddddddddddddddddddddddddd

地
域
公
民
館だよ

り
⑤
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