
天保十三年「差出申議定一札之事」(冒頭部分)
天保13(1842)年に、下保谷村の村民一同で、名主清左衛門へ蓮見家
の名主役永続を願い出た文書。村内110家当主による連印がある。
（画像提供：西東京市中央図書館地域・行政資料室）

下田半兵衛富宅の木像
富宅が58歳の時に、養子の三右衛門
富潤によって作成された木像。厨子の
扉には、富宅の功績が漆書きされてい
る。（画像提供：西東京市中央図書館地
域・行政資料室）

養老畑碑
安政年間(1854～59年)の建立と推定される碑。かつ
ては養老畑のあった、現在の田無神社の裏手付近に
建てられていた。下田家が援助した村の医者、賀陽玄
雪による書。（画像提供：西東京市教育部社会教育課）

▶

◀

西東京市公民館は６月１日から再開しまし
た。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
新しい生活様式における公民館の利用につ
いて、ご理解、ご協力をお願いします。
（裏面をご覧ください。）

前
号
で
は
、
農
民
の
中
に
裕
福
な

人
々
が
い
た
こ
と
、
そ
の
中
に
は
名

主
に
な
る
者
が
い
た
こ
と
を
お
話
し

し
ま
し
た
。
名
主
は
村
の
代
表
で
あ

り
、
村
の
年
貢
を
取
り
ま
と
め
て
納

め
る
責
任
を
負
う
と
と
も
に
、
そ
の

地
を
治
め
る
代
官
と
の
連
絡
役
を
務

め
る
こ
と
な
ど
を
仕
事
と
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
ど
う
で
し
ょ
う̶

昔
話

で
は
お
金
持
ち
は
意
地
悪
な
存
在
と

し
て
描
か
れ
が
ち
で
す
。
そ
ん
な
彼

ら
が
武
士
と
も
つ
な
が
る
村
の
お
偉

い
さ
ん
で
も
あ
っ
た
と
し
た
ら…

？

果
た
し
て
、
田
無
・
保
谷
の
お
金

持
ち
た
ち
は
意
地
悪
だ
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
？　

そ
し
て
、
お
金
持
ち
が

村
の
リ
ー
ダ
ー
に
な
る
と
は
ど
う
い

う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
今
回
は
、

こ
の
地
域
に
い
た
名
主
の
お
話
で
す
。

誰
が
名
主
に
な
る
の
か̶

こ
れ
に

つ
い
て
、
す
べ
て
の
村
に
共
通
す
る

ル
ー
ル
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

江
戸
時
代
の
初
め
ご
ろ
に
は
、
村
の

開
発
に
か
か
わ
っ
た
家
の
子
孫
が
名

主
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
し
た
。
例

え
ば
上
保
谷
村
に
は
、「
保
谷
六
苗
」

と
よ
ば
れ
る
保
谷
家
な
ど
六
つ
の
有

力
な
家
が
村
を
ひ
ら
い
た
と
い
う
伝

承
が
あ
り
（「
保
谷
」
の
由
来
と
も
）、

村
の
名
主
は
そ
の
家
の
子
孫
た
ち
が

交
代
で
務
め
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
村

は
三
つ
の
小
村
に
分
か
れ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
名
主
が
い
ま
し
た
。
ま

た
田
無
村
・
下
保
谷
村
も
同
様
に
、

当
初
は
由
緒
あ
る
複
数
の
家
が
交
代

で
名
主
を
務
め
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
田
無
村
と
下
保
谷
村

で
は
名
主
に
な
る
家
が
途
中
か
ら
固

定
し
た
こ
と
が
記
録
か
ら
わ
か
っ
て

い
ま
す
。

両
村
と
も
一
八
世
紀
頃
に
は
一
つ

の
家
（
田
無
村
は
下
田
半
兵
衛
家
、

下
保
谷
村
は
蓮
見
清
左
衛
門
家
）
の

み
が
名
主
に
な
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
（
江
戸
時
代
の
農
民
も
、
公
式

に
名
乗
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
苗
字
自

体
は
持
っ
て
い
ま
す
）。
こ
の
二
家

は
い
ず
れ
も
幕
末
に
幕
府
に
献
金
を

し
た
家
で
あ
り
（
前
号
参
照
）、
余

裕
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
二
村
で
は
江
戸
中
期

か
ら
「
お
金
持
ち
」
が
名
主
を
世
襲

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
（
た
だ

し
、
両
家
と
も
古
く
か
ら
あ
る
家
で

も
あ
り
ま
す
）。

こ
の
二
家
に
つ
い
て
、
も
う
少
し

踏
み
込
ん
で
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

下
田
家
は
江
戸
時
代
中
頃
か
ら
商

売
に
よ
っ
て
力
を
つ
け
た
家
で
、
当

主
は
代
々
半
兵
衛
を
名
乗
り
ま
し
た
。

家
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
質
屋
や
水
車

稼
ぎ
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
貸

金
業
で
あ
る
質
屋
は
安
永
五
（
一
七

七
六
）
年
に
始
め
た
記
録
が
あ
る
の

で
、
こ
の
頃
に
は
す
で
に
生
活
に
余

裕
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
水

車
稼
ぎ
は
、
自
分
の
屋
敷
内
に
引
き

込
ん
だ
玉
川
上
水
の
分
水
路
に
水
車

を
設
置
し
、
米
や
小
麦
の
精
白
・
製

粉
を
行
っ
て
江
戸
へ
出
荷
す
る
も
の

で
、
大
き
な
利
益
を
生
み
ま
し
た
。

一
八
三
〇
年
代
に
は
京
橋
に
出
店
し
、

江
戸
で
の
販
売
も
直
接
手
掛
け
て
い

た
よ
う
で
す
。

下
田
家
の
名
主
と
し
て
の
仕
事
は
、

一
九
世
紀
に
名
主
を
務
め
た
下
田
半

兵
衛
富
永
・
富
宅
両
人
の
事
績
か
ら

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
富
永
は
天

保
四
（
一
八
三
三
）
年
か
ら
数
年
に

わ
た
っ
て
村
が
大
き
き
ん
に
襲
わ
れ

た
と
き
、
自
ら
の
蓄
え
て
い
た
米
や

雑
穀
を
全
部
使
い
切
っ
て
村
民
の
飢

え
を
救
う
と
と
も
に
、
次
の
き
き
ん

に
備
え
る
た
め
、
私
費
で
五
〇
〇
石

入
り
の
穀
び
つ
を
自
宅
の
庭
に
建
て

ま
し
た
（
一
石
は
約
一
八
〇
リ
ッ
ト

ル
）。あ

と
を
受
け
た
養
子
の
富
宅
も
、

私
費
を
投
じ
て
村
の
鎮
守
で
あ
る
田

無
神
社
を
再
建
し
た
ほ
か
、
自
ら
の

土
地
の
一
部
を
「
養
老
畑
」
と
し
、

獲
れ
た
作
物
を
換
金
し
て
困
窮
者
に

施
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
生

活
が
成
り
立
た
な
い
農
民
が
い
れ
ば
、

そ
の
救
済
に
も
尽
力
し
ま
し
た
。

蓮
見
家
の
当
主
は
代
々
清
左
衛
門

を
名
乗
り
ま
し
た
。
蓮
見
家
の
敷
地

内
に
は
一
八
五
村
に
及
ぶ
尾
張
徳
川

家
の
鷹
場
（
将
軍
や
大
名
が
鷹
狩
を

行
う
場
）
を
管
理
す
る
尾
張
家
の
役

人
（「
鳥
見
」）
の
陣
屋
が
あ
っ
た
の

で
す
が
、こ
の
施
設
は
三
〇
〇
坪（
約

一
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
）
あ
り
ま

し
た
。
蓮
見
家
は
代
々
、
こ
の
陣
屋

の
番
を
務
め
ま
し
た
。

ま
た
、
蓮
見
家
に
は
江
戸
時
代
の

代
表
的
な
読
み
書
き
の
教
科
書
で
あ

る
『
庭
訓
往
来
』
の
写
本
を
は
じ
め
、

『
論
語
』な
ど
の
漢
籍
や
和
歌
集
、
天

文
学
や
医
学
に
関
す
る
書
籍
が
残
っ

て
お
り
、
村
を
ま
と
め
る
家
に
ふ
さ

わ
し
い
高
い
教
養
が
垣
間
見
え
ま
す
。

蓮
見
家
の
名
主
と
し
て
の
仕
事
ぶ

り
を
具
体
的
に
示
す
記
録
と
し
て
は
、

寛
政
一
一
（
一
七
九
九
）
年
に
作
成

さ
れ
た
年
貢
立
て
替
え
の
た
め
の
借

金
証
文
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
記
録
か

ら
は
、
生
活
が
厳
し
い
農
民
二
〇
家

の
年
貢
を
蓮
見
家
が
ほ
ぼ
同
時
に
立

て
替
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

以
上
、
両
家
の
史
料
か
ら
は
、
裕

福
で
教
養
が
深
く
、
村
民
の
た
め
に

働
く
名
主
像
が
描
け
ま
す
。

実
は
、
江
戸
時
代
の
名
主
の
決
ま

り
方
の
変
化
は
、
一
つ
の
家
の
世
襲

か
ら
複
数
の
家
に
よ
る
交
代
制
へ
と

い
う
形
が
一
般
的
で
し
た
。
そ
れ
で

も
こ
の
二
村
が
逆
の
変
化
を
し
た
の

は
、「
こ
の
家
が
名
主
を
務
め
続
け

た
方
が
よ
い
」
と
い
う
村
民
た
ち
の

意
思
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

と
い
う
の
も
、
田
無
村
に
は
、
下

田
家
内
で
名
主
引
き
継
ぎ
の
あ
っ
た

万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年
に
、
村
民

一
同
の
連
印
で
下
田
三
右
衛
門
富
潤

に
名
主
就
任
を
願
い
、
指
示
に
従
う

と
約
束
し
た
証
文
が
残
っ
て
い
る
の

で
す
。
ま
た
蓮
見
家
に
は
、寛
政
一

〇（
一
七
九
八
）
年
、
逆
に
当
主
が

名
主
を
辞
め
よ
う
と
す
る
の
を
村
民

た
ち
が
止
め
よ
う
と
し
た
記
録
が
あ

り
ま
す
。
世
襲
と
は
い
え
、
名
主
の

立
場
に
は
村
民
た
ち
の
意
向
が
反
映

さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
の
で
す
。
特

に
田
無
村
で
は
名
主
が
一
家
の
み
に

よ
る
世
襲
に
な
る
過
程
で
、
村
民
た

ち
が
他
の
名
主
に
不
信
任
を
表
明
す

る
場
面
も
あ
り
ま
し
た
（
明
和
期
の

村
方
騒
動
）
の
で
、
下
田
家
は
村
民

た
ち
の
存
在
を
よ
り
意
識
し
て
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
名
主
は
村
民
た
ち

に
、
と
き
に
私
財
を
投
げ
う
っ
て
で

も
村
の
た
め
に
働
く
こ
と
を
求
め
ら

れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
教
養
に
富
ん
だ
、

余
裕
の
あ
る
家
が
望
ま
れ
た
の
で
す
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
話
は
名
主

だ
け
に
留
ま
り
ま
せ
ん
。
江
戸
時
代

の
村
に
は
、
年
貢
が
払
え
な
く
な
っ

た
家
が
出
た
場
合
に
他
の
家
が
そ
れ

を
カ
バ
ー
す
る
「
五
人
組
」
と
い
う

仕
組
み
が
あ
り
ま
し
た
。
貧
し
い
農

民
の
生
活
危
機
は
、
裕
福
な
農
民
に

と
っ
て
も
決
し
て
無
縁
な
こ
と
で
は

な
か
っ
た
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

江
戸
時
代
は
、
富
め
る
者
が
貧
し
い

者
を
助
け
る
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と

す
る
社
会
で
あ
り
、「
金
持
ち
は
意

地
悪
で
は
な
か
っ
た
」
と
言
い
き
れ

な
い
ま
で
も
、
意
地
悪
を
し
づ
ら
い

仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
ま
す
。

江
戸
時
代
の
村
は
、
一
つ
の
家
が

ダ
メ
な
ら
一
族
や
五
人
組
が
、
そ
れ

で
も
ダ
メ
な
ら
名
主
が
生
活
を
保
障

す
る
と
い
う
、
助
け
合
い
の
多
重
構

造
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

生
活
環
境
の
厳
し
い
こ
の
時
代
、
農

民
の
中
に
は
助
け
合
い
の
網
か
ら
こ

ぼ
れ
て
土
地
を
失
い
、
富
裕
な
農
民

の
小
作
人
に
な
っ
た
人
や
、
村
を
離

れ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
人
が

い
た
こ
と
も
ま
た
、
事
実
で
す
。

そ
し
て
、
困
窮
し
た
農
民
た
ち
は

大
き
な
う
ね
り
と
な
っ
て
こ
の
地
に

押
し
寄
せ
ま
す
。
次
回
は
、
幕
末
に

こ
の
地
域
を
揺
る
が
せ
た
大
事
件
に

つ
い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

ぎ
ょ
う
　
　
　
だ
　
　
　  

た
け          

あ
き

な

ぬ
し

む
ら
か
た
そ
う
ど
う

ろ
く
み
ょ
う

し
も  

だ  

は
ん  

べ    

え

は
す  

み   

せ
い  

ざ   

え  

も
ん

と
み 

な
が
　    

と
み 

い
え

こ
く

て
い
き
ん
お
う
ら
い

と
り  

み

か
い  

ま

と
み
ひ
ろ

し
ょ
う
も
ん

・
・
・

・

・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・

ず   し

か   や  げん

せつ

特別紙面講座

ふ
る
さ
と
む
か
し
探
訪

　
　
　
　
　
〜
江
戸
時
代
の
田
無
・
保
谷
〜

金
持
ち
は
意
地
悪
だ
っ
た
の
か
？

　
　
　―

名
主
の
役
割
と
村
・
村
民―

第
二
回

行 

田 

健 

晃

名
主
に
な
る
家
が
固
定
す
る

名
主
と
村
の
関
係

名
主
の
人
物
像
と
仕
事 

②

―
 

下
保
谷
村
名
主
・
蓮
見
家 ―

名
主
の
人
物
像
と
仕
事 

①

―
 

田
無
村
名
主
・
下
田
家 ―

村
の
限
界
と
こ
ぼ
れ
落
ち
る
人
々

金
持
ち
は
意
地
悪
だ
っ
た
の
か

名
主
世
襲
の
実
際

西東京市
7 月 1 日
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日　時 場　所

実施期間 申請期間

 昼間 ７月８日（水）10：00～ 柳沢公民館
 夜間 ７月９日（木）19：00～ 柳沢公民館
 昼間 ９月10日（木）10：00～ 保谷駅前公民館
 夜間 ９月11日（金）19：00～ 柳沢公民館

第３期 　　　　10月１日（木）～12月27日（日） ７月15日（水）～ ７月28日（火）
第４期  令和３年１月５日（火）～ ３月12日（金） ９月29日（火）～10月６日（火）

谷戸 ひばりが丘 保谷駅前

部屋 定員（人） 部屋 定員（人） 部屋 定員（人）

学 習 室 18 集 会 室 35 集　会　室 30

講 座 室 12 講座室１ 12 第１学習室 10

和　　室 12 講座室２ 9 第２学習室 18

視聴覚室 35 講座室３ 12 第３学習室 10

創 作 室 15 和　　室 12 第４学習室 5

  小会議室 6

柳沢 田無 芝久保

部屋 定員（人） 部屋 定員（人） 部屋 定員（人）

第１会議室 12 実　習　室 25 創　作　室 12

第２会議室 12 第一学習室 9 第１学習室 12

第３会議室 12 第二学習室 13 第２学習室 9

視 聴 覚 室 40 集会室（和室） 15 和　　　室 12

工　作　室 15 視 聴 覚 室 30 視 聴 覚 室 25

  会　議　室 9

＜表１＞ 各部屋の変更後の定員

第２回

第３回

お
た
の
し
み
川
柳

今
月
の
お
題
「
家
」

編
集
室
で
は
、
み
な
さ
ま
の
投
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

氏
名
・
住
所
・
電
話
番
号
を
記
入
の
上
、
お
近
く
の
公
民
館
に
郵
送
、

メ
ー
ル
、
持
参
で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

９
月
号
の
お
題
「
潔
」で
す

７
月
22
日
（水）

締　

 

切

公
民
館
運
営
審
議
会

　

傍
聴
を
ご
希
望
の
方
は
、
事

前
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

時　

７
月
22
日（
水
）
18
時
半
〜

場　

柳
沢
公
民
館

内　

事
業
計
画
・
報
告
に
つ
い
て

申　

電
話
で
柳
沢
公
民
館
へ

『「
新
し
い
生
活
様
式
」
に
お
け
る

西
東
京
市
公
共
施
設
（
貸
館
等
）
利

用
基
準
』
に
基
づ
き
、
公
民
館
の
利

用
方
法
を
見
直
し
ま
し
た
。
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
の
た
め
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
部
屋
の
定
員
の
変
更
】

社
会
的
距
離
を
確
保
し
て
活
動
し

て
い
た
だ
く
た
め
に
、
部
屋
の
定
員

を
見
直
し
ま
し
た
。
各
館
各
部
屋
の

変
更
後
の
定
員
は
左
表
１
の
と
お
り

で
す
。

【
外
気
を
取
り
込
め
な
い
部
屋
の
利

用
の
制
限
】

当
面
、
外
気
を
取
り
込
め
な
い
部

屋
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

※

ひ
ば
り
が
丘
公
民
館
小
会
議
室
が

該
当
し
ま
す
。

【
利
用
に
あ
た
っ
て
ご
協
力
を
お
願

・
か
た
づ
け
る
チ
ャ
ン
ス
が
増
え
た
家
の
中   

稲
生
良
夫

・
家
ロ
ー
ン
終
え
り
ゃ
在
宅
介
護
の
身
　
　
ひ
ば
り

・
想
い
出
が
し
み
つ
い
た
家
宝
物
　
　
　
　
涌
井
テ
ル
子

西
東
京
市
山
岳
連
盟
・
土
曜
山
行
会

月
１
回
土
曜
日
ほ
か
／
近
郊
か
ら
東

北
、
甲
信
越
の
山
／
入
会
金
１
０
０

０
円
・
月
額
４
０
０
０
円

　

公
民
館
市
民
企
画
事
業
は
、
市
内

の
自
主
グ
ル
ー
プ
が
企
画
・
運
営
す

る
事
業
を
、
審
査
の
上
、
自
主
グ
ル

ー
プ
と
公
民
館
の
共
催
事
業
と
し
て

実
施
す
る
も
の
で
す
。
講
師
料
は
公

民
館
が
支
払
い
ま
す
。
今
年
度
の
予

定
は
下
表
２
・
３
の
と
お
り
で
す
。

　

こ
の
制
度
を
利
用
で
き
る
の
は
、

そ
の
年
度
の
説
明
会
に
参
加
し
た
自

主
グ
ル
ー
プ
で
す
。
利
用
を
考
え
て

い
る
自
主
グ
ル
ー
プ
は
、
説
明
会
に

必
ず
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

　

今
年
度
は
５
月
31
日
（
日
）
ま
で

臨
時
休
館
し
て
い
た
た
め
、
第
３
期

か
ら
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

第
２
回
説
明
会

　

申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

〈
昼
間
〉

時　

７
月
８
日
（
水
）
10
時
〜

場　

柳
沢
公
民
館

〈
夜
間
〉

時　

７
月
９
日
（
木
）
19
時
〜

場　

柳
沢
公
民
館

申　

電
話
で
柳
沢
公
民
館
へ

第
３
期
の
申
請
受
け
付
け
に
つ
い
て

　

第
３
期
に
申
請
す
る
自
主
グ
ル
ー

プ
で
、
説
明
会
に
参
加
し
て
い
な
い

自
主
グ
ル
ー
プ
は
、
第
２
回
説
明
会

に
必
ず
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

【
実
施
期
間
】

　

９
月
１
日
号
の
原
稿
締
め
切

り
は
、
７
月
20
日（
月
）で
す
。

い
し
た
い
こ
と
】

①
自
宅
で
の
検
温
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。
発
熱
や
体
調
不
良
の
場
合
等

は
来
館
を
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

②
マ
ス
ク
の
着
用
、
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
、

手
洗
い
・
手
指
消
毒
に
ご
協
力
く

だ
さ
い
。

③
２
メ
ー
ト
ル
（
最
低
で
も
１
メ
ー

ト
ル
）
の
社
会
的
距
離
を
確
保
し
、

感
染
予
防
に
配
慮
し
た
活
動
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

④
活
動
後
の
利
用
箇
所
の
消
毒
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

中
央
図
書
館
・
田
無
公
民
館
は
築

45
年
が
経
過
し
て
お
り
、
施
設
の
劣

化
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
令
和
３

年
度
に
耐
震
補
強
等
改
修
工
事
を
予

定
し
て
い
ま
す
。
工
事
の
基
本
設
計

が
完
了
し
た
の
で
、
左
記
の
と
お
り

説
明
会
を
行
い
ま
す
。
ご
都
合
の
よ

い
回
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

時　

第
１
回 

： 

７
月
31
日
（
金
）

　
　
　
　
　
　

  

19
時
〜
20
時

　
　

第
２
回 

： 

８
月
１
日
（
土
）

　
　
〈
第
１
部
〉
10
時
〜
11
時

　
　
〈
第
２
部
〉
13
時
〜
14
時

　
　
〈
第
３
部
〉
16
時
〜
17
時

場　

田
無
公
民
館

定　

各
回
25
人
（
申
込
順
）

申　

７
月
20
日
（
月
）
10
時
か
ら
電

話
で
田
無
公
民
館
へ

ィ
ア
教
室
の
立
ち
上
げ
だ
っ
た
。
そ

れ
か
ら
25
年
、
現
在
市
内
に
は
12
余

り
の
独
立
し
た
教
室
が
あ
り
、
年
齢
、

母
語
、国
籍
、仕
事
な
ど
多
様
な
人
々

が
集
ま
る
。
ま
さ
に
「
多
文
化
共
生

の
最
前
線
」
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で

あ
る
。

西
東
京
市
の
外
国
籍
住
民
は
約
５

３
０
０
人
、
73
の
国
や
地
域
か
ら
留

学
や
仕
事
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で

来
日
し
て
い
る
。
日
本
語
も
日
本
の

習
慣
に
も
違
和
感
な
く
暮
ら
し
て
い

る
人
も
い
れ
ば
、
日
本
語
に
不
自
由

し
必
要
な
情
報
に
ア
ク
セ
ス
で
き
な

い
人
も
い
る
。
彼
ら
と
か
か
わ
る
中

で
、
複
数
あ
る
教
室
情
報
を
市
の
公

共
施
設
で
配
布
し
て
も
ら
う
た
め
に
、

日
本
語
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
絡
会
を
始

め
た
。
そ
の
後
、
多
言
語
相
談
窓
口

や
広
く
市
民
を
対
象
と
し
た
交
流
事

業
を
実
施
す
る
た
め
Ｎ
Ｉ
Ｍ
Ｉ
Ｃ
を

立
ち
上
げ
た
。
そ
の
時
々
に
見
え
て

い
る
課
題
を
少
し
で
も
解
決
す
る
た

め
に
、
そ
の
時
々
に
出
会
う
人
た
ち

と
仲
間
に
な
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
築

い
て
き
た
。
今
年
も
２
０
０
人
を
超

え
る
会
員
の
力
で
さ
ま
ざ
ま
な
交
流

事
業
を
企
画
し
て
い
た
が
、
対
面
で

の
事
業
は
ほ
と
ん
ど
中
止
に
追
い
込

ま
れ
、
多
言
語
相
談
窓
口
は
、
電
話

対
応
を
中
心
に
各
種
情
報
の
多
言
語

翻
訳
な
ど
の
支
援
活
動
を
継
続
し
て

い
る
。

今
で
き
る
こ
と
は
、
オ
ン
ラ
イ
ン

で
つ
な
が
り
声
を
掛
け
合
う
こ
と
、

難
し
い
相
談
は
専
門
家
グ
ル
ー
プ
に

つ
な
ぐ
こ
と
、
活
動
継
続
の
た
め
の

体
制
を
見
直
す
こ
と
な
ど
。「
新
し
い

日
常
」
と
い
う
人
と
人
を
隔
て
る
状

況
が
改
善
す
る
ま
で
、
み
ん
な
で
工

夫
し
な
が
ら
つ
な
が
り
を
実
感
で
き

る
小
さ
な
活
動
を
続
け
て
い
き
た
い
。

「
な
ぜ
６
歳
で
小
学
校
？　

も
う

少
し
日
本
語
が
上
手
に
な
っ
て
か
ら

で
は
ダ
メ
？
」「
I
T
企
業
の
作
業

で
お
客
さ
ん
と
会
う
わ
け
で
は
な
い

の
に
、
ど
う
し
て
ネ
ク
タ
イ
を
し
ま

す
か
？
」「
娘
の
誕
生
日
は
４
月
32

日
」…

…

日
本
語
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
教

室
で
出
会
っ
た
外
国
出
身
の
友
人
た

ち
と
の
会
話
は
、
社
会
や
固
定
観
念

に
つ
い
て
考
え
さ
せ
、
多
文
化
共
生

を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
に
す
る
こ
と
に
つ

な
が
っ
た
。

こ
の
地
に
暮
ら
し
て
30
年
余
り
、

活
動
の
始
ま
り
は
日
本
語
ボ
ラ
ン
テ

山
辺
真
理
子

（
N
P
O
法
人
西
東
京
市
多
文
化
共
生

セ
ン
タ
ー
N
I
M
I
C
代
表
）

10
月
１
日
（
木
）〜
12
月
27
日
（
日
）

【
申
請
期
間
】

７
月
15
日
（
水
）〜
28
日
（
火
）

※

平
日
９
時
〜
17
時
に
受
け
付
け
ま

す
（
土
・
日
、
祝
日
、
夜
間
は
除

き
ま
す
）。

＜表２＞ 説明会
※事前に申し込みが必要です。
※変更になることがあります。各回、公民館だよりでお知らせします。

＜表３＞ 実施期間・申請期間

朝露に濡れて鮮やか
な青色に咲くツユクサ
は、昼頃には萎んでし
まう半日花です。梅雨
時から秋頃まで次から
次へと咲き続けます。
ミッキーマウスの耳に
似た花弁の青い花汁を布にこすり
つけて染めたことから万葉集に
「つきくさ」として詠まれています。
色はすぐに落ちますので、花を摘
んでお子さんと色水遊びをして楽
しんでみてはいかがでしょう。
蜜を持たない花ですが奥深い花
です。６本の雄しべを見ると、配

置位置と色・形が違います。先端
の長い２本、一番奥の「Ｘ」形の
黄色い３本、その中間の「人」形
の１本と３種類ありますが、花粉
をもつのは先端の２本だけ。一番
奥にある目立つ黄色の３本で昆虫
を引き寄せる戦略です。

文・写真　大森拓郎（新町在住）

内 内容時とき 場ところ 申 申込 定員定

しぼ

よ

ニ     

ミ     

ッ     

ク

サークル
から

会 

員 

募 

集

ツユクサ季節の花

新
し
い
生
活
様
式
に
お

け
る
公
民
館
の
利
用
に

つ
い
て

令
和
２
年
度

公
民
館
市
民
企
画
事
業

中
央
図
書
館
・
田
無
公

民
館
耐
震
補
強
等
改
修

工
事
基
本
設
計
完
了
に

伴
う
説
明
会

コ
ロ
ナ
時
代
の
多
文
化
共
生

君 

と 

生 

き 

る
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