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㈱保谷硝子　保谷工場（昭和35～41年ごろ）
西東京市中央図書館地域・行政資料室所蔵

現在の下保谷2丁目

（注）「相対的貧困」
収入から税金や社会保険料などを差し引いた可処分所得を世
帯員数の平方根で割った値である等価可処分所得が、全人口
の中央値の半分より低い場合を指します。

今月号の内容

２面…伝わるコミュニケーションのコツ
　　　谷戸の自然と歴史・文化を学ぶ講座Ⅲ
　　　障がいを理解する講座 ほか
３面…芝久保公民館まつり
　　　地域課題を考える講座 ほか

昭
和
16（
１
９
４
１
）年
、保
谷
町
下
保
谷（
現
西
東
京
市
下
保
谷
）で「
東

洋
光
学
硝
子
製
造
所
」と
し
て
創
業
。そ
の
後
、何
回
か
の
変
更
を
経
て
、昭

和
35
年
、商
号
が「
㈱
保
谷
硝
子
」に
な
り
ま
し
た（
現
在
は
Ｈ
Ｏ
Ｙ
Ａ
株
式

会
社
）。保
谷
工
場
の
敷
地
は
、昭
和
41
年
に
売
却
さ
れ
ま
し
た
。
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「
子
ど
も
食
堂
」
は
、
経
済
的
な

理
由
か
ら
十
分
な
食
事
を
摂
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
り
、
親
が
忙
し
す

ぎ
て
ひ
と
り
で
食
事
を
し
た
り
す
る

子
ど
も
に
対
す
る
支
援
と
し
て
始
ま

り
ま
し
た
。現
在
、日
本
で
は
、子
ど

も
の
６
人
に
１
人
は
相
対
的
貧
困
（注）

の
状
況
に
あ
り
ま
す
。
特
に
ひ
と
り

親
家
庭
の
子
ど
も
の
場
合
、
２
人
に

１
人
は
貧
困
状
況
に
あ
り
ま
す
。
子

ど
も
の
貧
困
は
、
子
ど
も
が
育
つ
世

帯
の
貧
困
の
問
題
で
あ
り
、
親
た
ち

の
貧
困
問
題
で
す
。
ひ
と
り
親
家
庭

が
貧
困
状
況
に
あ
る
の
は
就
労
収
入

が
低
い
た
め
に
世
帯
収
入
が
低
い
か

ら
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
分
な
社

会
保
障
が
届
い
て
い
な
い
か
ら
で
す
。

日
本
で
は
、
高
度
経
済
成
長
期
に
、

長
時
間
労
働
す
る
夫
と
無
業
あ
る
い

は
家
計
補
助
的
に
働
い
て
家
事
育
児

介
護
を
す
べ
て
引
き
受
け
る
妻
、
子

ど
も
と
い
う
家
族
を
標
準
モ
デ
ル
と

す
る
男
性
稼
ぎ
主
シ
ス
テ
ム
が
で
き

あ
が
り
、
男
性
に
は
安
定
的
雇
用
と

妻
子
を
扶
養
で
き
る
賃
金
が
保
障
さ

れ
て
き
ま
し
た
。Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ（
経
済
協

力
開
発
機
構
）
の
資
料
に
よ
る
と
、

子
育
て
を
し
て
い
る
男
女
の
賃
金
格

差
は
男
性
を
100
と
す
る
と
女
性
は
39

で
、
格
差
は
先
進
国
の
中
で
最
大
で

す
（
２
０
１
２
年
）。
賃
金
格
差
は
、

ひ
と
り
親
家
庭
の
中
で
も
特
に
男
性

稼
ぎ
主
に
頼
れ
な
い
シ
ン
グ
ル
マ
ザ

ー
の
生
活
を
直
撃
し
ま
す
。

で
す
か
ら
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
貧

困
を
解
決
す
る
に
は
、
男
女
の
賃
金

格
差
の
是
正
、
同
一
価
値
労
働
同
一

賃
金
の
実
現
、
最
低
賃
金
の
引
き
上

げ
が
有
効
で
す
。
非
正
規
雇
用
を
正

規
雇
用
に
す
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

今
、
全
国
的
に
広
が
っ
て
い
る
子

ど
も
食
堂
は
と
て
も
貴
重
な
取
り
組

み
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、行
政
が
、子
ど
も
食
堂
の

支
援
さ
え
し
て
い
れ
ば
子
ど
も
の
貧

困
対
策
に
な
る
と
い
う
認
識
を
持
つ

の
は
間
違
い
で
す
。
行
政
に
よ
る
子

ど
も
食
堂
へ
の
支
援
は
、
場
所
の
提

供
な
ど
に
留
ま
っ
て
い
た
方
が
い
い
。

ブ
ー
ム
だ
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

子
ど
も
食
堂
に
は
農
家
の
方
が
作
物

を
提
供
し
て
く
れ
る
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
地
域
の
支
援
が
ど
ん
ど
ん
入
っ

て
き
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
市
民

の
自
主
的
な
も
の
で
ま
か
な
っ
て
い

く
の
が
本
来
の
形
だ
と
思
い
ま
す
。

自
治
体
の
子
ど
も
の
貧
困
対
策
に

は
、
子
ど
も
の
育
つ
世
帯
の
問
題
を

解
決
す
る
視
点
、
収
入
増
を
ど
う
実

現
す
る
か
と
い
う
視
点
が
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
行
政
に
は
個

別
の
人
を
支
援
す
る
責
務
が
あ
り
ま

す
。
手
当
の
支
給
も
そ
う
で
す
し
、

親
と
つ
な
が
っ
て
抱
え
て
い
る
問
題

を
解
決
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
ソ

ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
な
ど
、
い
ろ
い
ろ

な
道
が
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

子
ど
も
食
堂
は
社
会
の
構
造
的
な

問
題
を
す
ぐ
に
変
え
る
よ
う
な
仕
掛

け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
う
い
っ
た
市
民
主
体
の
支
援
が
活

性
化
す
る
こ
と
は
、
公
的
な
支
援
に

つ
な
が
れ
な
い
で
い
る
方
の
、
あ
る

種
の
生
存
を
守
っ
て
い
く
の
か
な
と

思
い
ま
す
。

子
ど
も
食
堂
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
可

能
性
を
秘
め
て
い
ま
す
。

子
ど
も
の
こ
と
は
何
で
も
家
族
が

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
社
会

の
中
で
、
何
か
困
っ
た
こ
と
が
あ
っ

た
時
に
頼
れ
た
り
、
訴
え
た
り
で
き

る
親
以
外
の
大
人
と
の
つ
な
が
り
を

持
つ
こ
と
が
、
子
ど
も
に
と
っ
て
大

切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
同
時
に
、

孤
立
し
て
い
る
高
齢
者
や
引
き
こ
も

り
が
ち
な
方
の
居
場
所
に
も
な
っ
て

い
て
、
子
ど
も
食
堂
が
意
図
し
て
い

な
か
っ
た
、
地
域
の
中
の
結
び
直
し

の
よ
う
な
機
能
も
持
っ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
フ
ォ
ー
マ
ル
な
組
織
で
は

な
い
の
で
、
困
っ
て
い
る
人
が
い
た

場
合
に
受
け
入
れ
や
す
い
。「
近
所

に
あ
ま
り
食
事
を
摂
れ
て
い
な
い
お

年
寄
り
が
い
る
」
と
い
っ
た
話
が
実

際
に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
子
ど
も
食
堂

も
あ
る
よ
う
で
す
。
運
営
し
て
い
る

方
た
ち
自
身
も
み
ん
な
が
そ
れ
ぞ
れ

事
情
を
抱
え
て
い
る
中
で
、
ち
ょ
っ

と
ず
つ
力
を
貸
す
こ
と
で
、
自
分
自

身
の
問
題
も
ど
こ
か
で
共
有
で
き
る
。

子
ど
も
食
堂
に
は
そ
う
い
っ
た
機
能

が
含
ま
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

今
回
、
公
民
館
主
催
講
座
が
き
っ

か
け
で
、
こ
う
い
っ
た
多
機
能
な
地

域
の
つ
な
が
り
を
内
包
し
う
る
よ
う

な
支
援
が
盛
り
上
が
っ
て
い
っ
た
こ

と
は
、
誇
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
ね
。
私
も
所
属
団
体
で

「
ひ
と
り
親
家
庭
の
サ
ポ
ー
タ
ー
養

成
講
座
」
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
ど

う
し
て
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の

か
と
か
、
相
談
・
支
援
を
し
て
い
く

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
な
ど
少

し
ず
つ
学
び
な
が
ら
、
つ
な
が
り
を

作
っ
て
い
く
の
が
い
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

①わいわいクッキング
    田無公民館　地下実習室
    （南町５－６－１１）

※芝久保町には、「しばくぼーの」があります。

　田無公民館では、平成26、27年度に、社会問題講座「子どもの貧困に向きあう地域をつく
る」「同パート２」を実施しました。学ぶ中で自分に何ができるかを考え合った26年度の受
講者は、講座終了後、サークル「西東京わいわいネット」を立ち上げ、27、28年度の同公民館
主催事業（子ども食堂「わいわいクッキング」）に協力しています。
　公民館が把握しているところでは、現在、市内には子ども食堂が５カ所あり、それぞれの
方法で子どもたちを受け入れています。自分を受け入れてくれるおばさんやおじさんと出
会う子どもたちにとっての居場所は、地域の中に新しいつながりを生み出しています。

②木・々 子ども食堂
    コミュニティーレストラン木・々
    （保谷町６－２５－１）
　　　　　042－425－6800

④ねんりん子ども食堂
    サポートハウス年輪
    （田無町５－４－８第一和光ビル 1F）
　　　　　　　　　042－466－2216

③放課後キッチン・ごろごろ（Ｈ・Ｋ・Ｇ）
    ほっとハウスみどり
    （緑町２－２０－８）
　  042－466－3323

あ
か 

い
し  

ち    

え   

こ

ガ   

ラ   

ス

も く も く

写
真
で
見
る
　
い
ま
む
か
し

㈱
保
谷
硝
子  

保
谷
工
場

み
ん
な
で
楽
し
く
温
か
い
ご
飯
を
食
べ
る
地
域
の
中
の
居
場
所
、「
子
ど
も
食
堂
」。
子
ど
も
た
ち

に
無
料
で
食
事
を
提
供
す
る
、
こ
の
市
民
の
活
動
が
、
今
、
西
東
京
市
で
広
が
り
を
見
せ
て
い
ま
す
。

き
っ
か
け
は
、
田
無
公
民
館
の
講
座
で
し
た
。

市
内
在
住
で
、
講
座
の
講
師
も
務
め
た
赤
石
千
衣
子
さ
ん
（
し
ん
ぐ
る
ま
ざ
あ
ず
・
ふ
ぉ
ー
ら
む

理
事
長
）
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

市内にひろがる子ども食堂 ～きっかけは公民館～

子
ど
も
の
貧
困
が
問
う
も
の

〜
ひ
と
り
親
家
庭
の
現
状
か
ら
〜

市
民
の
活
動
が
支
え
る
も
の

子
ど
も
食
堂
〜
そ
の
可
能
性
〜

地
域
、結
び
直
す
「
子
ど
も
食
堂
」

西東京市
11 月 1 日
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