
③「玉なし鉄砲順番帳」
宝永二(1705)年に将軍・徳川綱
吉による一連の生類保護政策の
一環で、下保谷村が犬を預かっ
た際、狼除けのために鉄砲が支
給された。本史料は、その翌年に
作成された使用記録。表題の通
り鉄砲には弾は込められず、あ
くまでも動物除けの「農具」とし
て用いられた。
（画像提供：西東京市中央図書館
地域・行政資料室）

①韮山笠
江川太郎左衛門が農兵を設置した
際に、西洋銃の使用を前提に考案
した笠。陣笠とフランス軍の帽子
を折衷した形をしている。農兵隊
頭取が使用したものと考えられる。
（画像提供：西東京市教育部社会
教育課）

②村野家住宅に残る床柱の傷
一揆勢が村野七次郎家を農具
で打ち壊した際についた傷。
現在に至るまで修繕せずに残
しているという事実に、村野
家歴代当主の一揆勢へのおも
いを汲み取ることができる。
（画像提供：顧想園サポータ
ー・郡司恒夫氏）
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こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
江
戸
時

代
の
田
無
・
保
谷
の
人
々
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
条
件
や
社
会
の
仕
組
み
に
支

え
ら
れ
、
全
体
と
し
て
安
定
し
た
生

活
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
仕
組
み
は
完
全
な
も
の
で
は
な

く
、
幕
末
に
つ
い
に
限
界
を
迎
え
ま

す
。
最
終
回
の
今
回
は
、
そ
の
象
徴

と
も
い
え
る
大
事
件―
幕
末
に
こ
の

地
域
を
巻
き
込
ん
で
起
き
た
一
揆
に

つ
い
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

武
州
世
直
し
一
揆
（
武
州
一
揆
）

―

慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
六
月
に

巻
き
起
こ
っ
た
こ
の
一
揆
は
、「
世

直
し
」を
叫
ぶ
秩
父
郡
上
名
栗
村（
現

飯
能
市
）
の
貧
民
た
ち
に
よ
る
飯
能

村（
同
）で
の
打
ち
こ
わ
し
に
始
ま
り
、

鎮
圧
ま
で
の
七
日
間
で
南
は
多
摩
川

流
域
、
北
は
上
野
国
（
現
群
馬
県
）

南
部
ま
で
広
が
り
ま
し
た
。
打
ち
こ

わ
さ
れ
た
家
屋
は
二
〇
〇
カ
村
で
五

二
〇
軒
、
参
加
者
は
十
数
万
人
に
及

ぶ
と
い
わ
れ
、そ
の
凄
ま
じ
さ
は「
勢

焔
（
炎
）」
と
評
さ
れ
ま
し
た
。

み
な
さ
ん
の
中
に
は
、
農
民
た
ち

が
集
団
で
権
力
者
の
も
と
に
押
し
寄

せ
る
一
揆
の
姿
に
、「
革
命
」
の
よ

う
な
印
象
を
持
つ
方
も
い
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
最
近
の
研
究

は
こ
う
し
た
見
方
か
ら
は
大
き
く
転

換
し
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
の
村
は
助
け
合
い
に
よ

る
生
活
保
障
の
構
造
を
持
っ
て
い
ま

し
た
が
、
支
配
者
た
る
武
士
（「
領

主
」）
は
、
そ
の
上
に
立
ち
、
農
民

を
苦
し
め
る
の
で
は
な
く
、
農
民
の

た
め
に
働
く
べ
き
存
在
と
さ
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
、
農
民
は
そ
の
「
恩
」

へ
報
い
る
た
め
に
年
貢
を
納
め
て
い

た
の
で
す
が
、
一
揆
は
、
領
主
が
こ

の
「
約
束
」
に
違
反
し
、
農
民
の
生

活
に
無
理
が
生
じ
た
と
き
に
彼
ら
が

持
ち
出
し
た
抗
議
の
手
段
で
し
た
。

一
揆
は
領
主
に
よ
る
支
配
を
前
提
と

し
た
生
活
救
済
を
趣
旨
と
す
る
訴
願

の
最
終
形
だ
っ
た
の
で
す
。

当
時
、
一
揆
は
違
法
で
し
た
が
、

訴
願
運
動
で
あ
る
以
上
は
、
武
器
で

は
な
く
身
分
を
象
徴
す
る
農
具
を
持

つ
こ
と
、
富
裕
な
農
民
を
狙
う
打
ち

こ
わ
し
の
際
は
殺
傷
や
盗
み
を
禁
じ

る
な
ど
、
一
定
の
作
法
が
あ
り
ま
し

た
。
武
州
一
揆
で
も
、「
世
直
し
」

と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
要
求
は
米
の
安

売
り
、
借
金
減
免
、
米
・
金
の
施
し

な
ど
の
生
活
保
障
に
関
す
る
事
項
で

あ
り
、
彼
ら
が
持
っ
て
い
る
道
具
は
、

多
く
は
鎌
や
斧
、
鍬
な
ど
の
農
具
で

し
た
。

た
だ
し
、
こ
の
一
揆
に
は
従
来
の

一
揆
と
は
異
な
る
点
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
に
は
、
当
時
の
社
会
状
況
が

関
係
し
て
い
ま
す
。
農
民
た
ち
の
間

で
貧
富
の
差
が
大
き
く
な
っ
て
き
た

一
八
世
紀
末
か
ら
、
江
戸
や
関
東
で

は
村
を
離
れ
、
博
打
を
生
業
と
す
る

無
法
者
に
よ
る
治
安
の
乱
れ
が
大
き

な
社
会
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ

と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
一
九

世
紀
頃
か
ら
一
揆
の
中
に
作
法
を
破

っ
て
放
火
や
窃
盗
を
す
る
も
の
や
、

領
主
で
は
な
く
裕
福
な
農
民
を
主
な

タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
も
の
が
現
れ
た

の
で
す
。
そ
し
て
幕
末
、
開
国
に
よ

っ
て
物
資
が
輸
出
さ
れ
る
と
物
価
は

高
騰
し
、
貧
し
い
人
々
は
さ
ら
に
生

活
が
苦
し
く
な
っ
て
多
摩
の
治
安
は

悪
化
し
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
裕
福
な
農
民
た
ち
も

治
安
悪
化
を
前
に
手
を
こ
ま
ね
い
て

い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら

の
中
で
剣
術
の
訓
練
が
盛
ん
に
な
っ

た
一
方
、
幕
府
も
文
久
三
（
一
八
六

三
）
年
に
は
田
無
・
保
谷
を
含
む
一

帯
の
農
民
に
無
法
者
を
捕
ら
え
る
こ

と
を
命
じ
る
触
書
を
出
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
同
年
、
軍
事
に
精
通
し
た
代

官
・
江
川
太
郎
左
衛
門
の
支
配
と
な

っ
た
田
無
村
と
そ
の
周
辺
で
は
、
江

川
の
指
導
の
も
と
裕
福
な
農
民
の
子

弟
ら
に
よ
っ
て
「
農
兵
」
が
組
織
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
農
民
に
鉄
砲
を

貸
与
し
て
西
洋
式
の
軍
事
訓
練
を
施

す
も
の
で
、「
戦
い
は
武
士
の
仕
事
」

と
い
う
江
戸
時
代
の
原
則
が
幕
府
黙

認
の
下
、
破
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
し

ま
し
た
。

た
だ
し
、
こ
の
地
域
の
農
民
た
ち

は
こ
れ
以
前
か
ら
鉄
砲
を
所
持
し
て

い
ま
し
た
。
下
保
谷
村
に
は
宝
永
二

（
一
七
〇
五
）
年
に
代
官
所
か
ら
鉄

砲
を
借
り
て
い
る
記
録
が
あ
り
ま
す

（
秀
吉
の
「
刀
狩
り
」
に
よ
っ
て
農

民
た
ち
が
完
全
に
武
装
解
除
さ
れ
た

と
い
う
理
解
は
、
現
在
の
研
究
で
は

否
定
さ
れ
て
い
ま
す
）。
し
か
し
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
狼
な
ど
の
害
獣
を

追
い
払
う
た
め
の
「
農
具
」
で
し
か

な
く
、
弾
が
込
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
幕
末
に
至
っ
て
、

鉄
砲
は
農
具
か
ら
人
に
向
け
る
武
器

へ
と
変
貌
し
た
の
で
す
。

武
州
一
揆
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況

で
貧
民
が
起
こ
し
た「
決
死
の
訴
願
」

で
し
た
。
一
揆
勢
は
六
月
十
六
日
、

向
か
う
先
の
農
民
を
脅
し
て
味
方
に

つ
け
、
各
地
を
打
ち
こ
わ
し
な
が
ら

こ
の
地
域
に
迫
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

彼
ら
の
次
な
る
狙
い
は
、
田
無
村
名

主
下
田
半
兵
衛
と
有
力
な
農
民
た
ち

―

田
無
村
の
人
々
は
、
一
揆
の
恐
怖

と
真
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
に
な

っ
た
の
で
す
。

一
方
で
、
農
兵
全
体
の
動
き
を
統

括
し
て
い
た
江
川
太
郎
左
衛
門
に
は
、

こ
の
一
揆
の
別
の
側
面
が
見
え
て
い

ま
し
た
。
江
川
は
、
一
揆
勢
の
最
終

的
な
目
標
の
中
に
横
浜
の
打
ち
こ
わ

し
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
情
報
を

つ
か
ん
で
い
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、

横
浜
の
開
港
が
物
価
高
騰
の
一
因
だ

と
一
揆
勢
が
考
え
た
た
め
で
す
が
、

幕
府
の
重
要
な
施
設
へ
の
襲
撃
は
、

幕
府
の
役
人
で
あ
る
江
川
か
ら
す
れ

ば
、
絶
対
に
防
が
な
く
て
は
な
ら
な

い
事
態
で
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
江
川
は
農
兵
に
対

し
て
一
揆
勢
を
見
か
け
次
第
打
ち
殺

す
べ
し
、
と
い
う
非
情
な
命
令
を
下

し
ま
す
。そ
れ
は
、富
裕
な
農
民
た
ち

が
、
共
に
生
き
る
は
ず
の
貧
民
へ
銃

口
を
向
け
る
と
い
う
、
あ
ま
り
に
悲

し
い
状
況
の
出
現
を
意
味
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
は
、

現
実
の
も
の
に
な
り
ま
し
た
。
一
揆

勢
が
柳
窪
村
（
現
東
久
留
米
市
）
名

主
の
分
家
、
村
野
七
次
郎
家
を
打
ち

こ
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
田
無
の

農
兵
な
ど
約
一
五
〇
人
が
乗
り
込
み
、

戦
い
が
始
ま
っ
た
の
で
す
。
農
兵
た

ち
は
鉄
砲
を
射
掛
け
、
刀
で
斬
り
込

み
、
激
し
い
戦
闘
の
末
に
一
揆
を
鎮

圧
し
ま
し
た
。
一
揆
勢
八
人
が
亡
く

な
り
、
八
〇
人
以
上
が
負
傷
す
る
凄

惨
な
戦
い
で
し
た
。
村
野
家
の
住
宅

に
は
今
も
そ
の
時
に
つ
け
ら
れ
た
柱

の
傷
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
時
の
戦
い
に
つ
い
て
、
江
川

代
官
所
の
記
録
に
注
目
す
べ
き
記
述

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ

の
戦
い
に
本
当
に
積
極
的
に
参
加
し

た
農
兵
は
一
部
で
あ
り
、
残
り
の

人
々
は
そ
の
光
景
を
遠
巻
き
に
見
て

い
る
だ
け
だ
っ
た
、
と
い
う
の
で
す
。

こ
こ
か
ら
は
、
代
官
の
命
令
に
従
い
、

一
揆
勢
を
容
赦
し
な
い
覚
悟
と
、
自

ら
と
同
じ
農
民
た
ち
を
手
に
か
け
る

こ
と
へ
の
た
め
ら
い
の
間
で
揺
れ
る

農
兵
た
ち
の
姿
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
ま
た
、
戦
場
と
な
っ
た

村
野
家
で
は
、
亡
く
な
っ
た
一
揆
勢

八
人
を
祀
る
祠
が
建
て
ら
れ
、
今
で

も
毎
朝
、
水
を
供
え
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、「
水
を
飲
み
た
い
」
と
言
い
な

が
ら
亡
く
な
っ
て
い
っ
た
一
揆
勢
へ

の
憐
れ
み
で
す
。

武
州
一
揆
の
展
開
は
、
貧
民
た
ち

が
こ
れ
ほ
ど
の
行
動
を
起
こ
さ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
点
、
富
裕
な
農
民
が
、

本
来
救
う
べ
き
存
在
で
あ
る
貧
民
と

武
力
衝
突
を
起
こ
し
た
点
に
お
い
て
、

江
戸
時
代
の
社
会
の
仕
組
み
の
破
綻

を
象
徴
す
る
も
の
で
し
た
。
こ
の
破

綻
の
感
覚
は
、
直
接
の
標
的
に
は
な

ら
ず
と
も
、
同
じ
よ
う
に
一
揆
の
恐

怖
に
晒
さ
れ
た
保
谷
地
域
の
人
々
に

も
共
有
さ
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
を
表
す
か
の
よ
う
に
、
一
揆

の
翌
年
、
江
戸
時
代
は
終
わ
り
を
告

げ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
田
無
・
保
谷

の
人
々
は
、
後
悔
と
な
お
続
く
混
乱

の
中
で
、
少
し
ず
つ
新
た
な
時
代
へ

と
踏
み
出
し
て
い
き
ま
し
た
。
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・
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な
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こ
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ぼ
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た
け          

あ
き

ぬ
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さ
ん

あ
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特別紙面講座

ふ
る
さ
と
む
か
し
探
訪

　
　
　
　
　
〜
江
戸
時
代
の
田
無
・
保
谷
〜

そ
れ
は
革
命
か
暴
動
か
、
そ
れ
と
も…

　
　
　―

武
州
世
直
し
一
揆
と
幕
末
の
農
民
た
ち―

第
三
回

行 

田 

健 

晃

治
安
の
悪
化
と
一
揆
の
変
質

武
装
す
る
農
民
、
鉄
砲
の
変
貌

そ
も
そ
も
一
揆
と
は
何
か
？

「
勢
焔
」
は
秩
父
の
山
間
よ
り

た
め
ら
い
と
憐
れ
み

新
た
な
時
代
へ

向
か
う
は
田
無
村
・
下
田
家

「
見
か
け
次
第
打
ち
殺
す
べ
し
」

柳
窪
村
・
村
野
家
で
の
戦
い
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  柳　　沢 ８月22日（土） 35 10時～11時半 13時15分～14時45分 15時半～17時

 保谷駅前 ８月22日（土） 25 10時～11時半 14時～15時半 

 芝久保 ８月29日（土） 20 10時～11時半 14時～15時半 

 谷　　戸 ８月29日（土） 30 10時～11時半 14時～15時半 

 ひばりが丘 ８月29日（土） 30 10時～11時半 14時～15時半 

 田　　無 ９月５日（土） 25 10時～11時半 13時15分～14時45分 15時半～17時

   時　間

  第１回 第２回 第３回

各回の定員
（申込順）

館　　名 月　　日

お
た
の
し
み
川
柳

今
月
の
お
題
「
盛
」

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
。

10
月
号
の
お
題
「
実
」で
す

８
月
25
日
（火）

締　

 

切

　公民館には、自主グループや市民
団体が原紙代等の実費を負担して利
用できる印刷機があります。
　この度、公民館では実費負担額の
見直しを行い、９月から、製版１回に
つき35円を40円に変更させていた
だくことになりました。ご理解、ご協
力をお願いします。
　なお、９月から柳沢・芝久保・谷戸
公民館の印刷機に、コインベンダー
（料金の自動課金・徴収を行う機械）
を設置します。これにより、この３館
では、夜間や土・日曜日、祝日に印刷
機を利用した場合、料金を支払うた
めに平日に改めて来館していただく
必要がなくなります。

　傍聴をご希望の方は、事前に申し
込んでください。
時 ８月19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

　心の目をひらけば…見えないもの
が見えてくる!?　ふしぎで楽しいパ
ントマイムの世界を体験しよう！
時 ８月８日（土）11時～12時
場 芝久保公民館
対 市内在住の小・中学生
定 20人（申込順）
講 チカパン（パントマイムアーティス

ト、パントマイムプラネット主宰）
申 ８月３日（月）９時から電話で芝

久保公民館へ

　種まきから収穫まで農作業を体験
しつつ、都市農業の可能性を講師と
一緒に考えます。
時 8月25日～12月22日　火曜日
　 10時～12時(9月は8時半～10時

半)　全17回
※ 天候、生育状況によりプログラム

の変更あり
場 谷戸公民館、住吉町一丁目の畑
対 初めて参加する市内在住者優先
定 32人（申込多数の場合は抽選）
内 ニンジン、キャベツ、ブロッコリ

ーなど10種類程度の野菜作りと
講義

講 保谷隆司（市内農家）、小野紀之
（環境カウンセラー）

￥ 1,000円（種苗代など） 
申 8月14日(金)17時までに電話で

谷戸公民館へ

　公民館の事業や利用について意見交換する懇談会を行います。柳沢・芝久
保・谷戸・ひばりが丘・保谷駅前の５館は、利用区分の変更についてご意見をう
かがう予定です。限られた定員のため、事前申し込み制とします。参加を希望
する方は、参加する公民館へ申し込んでください。
申８月３日（月）９時から電話で参加する公民館へ

田無駅南口をにぎわい広場に!!
市議と語り合うこれまち懇談会
まちづくりを考える西東京市民の会
８月８日（土）／14時～16時半／
田無公民館／定員25人（申込順）／
要申込・８月２日（日）から
朗読会「茨木のり子の詩と思索を巡
る旅～夏の集い～」

茨木のり子の家を残したい会
８月10日（月・祝）・15日（土）／14時
～16時半／柳沢公民館／定員30人
（申込順）／要申込・８月２日（日）か
ら電話で
アジア太平洋戦争と日本国憲法
～戦争の歴史と憲法の講演会～

西東京風の会
８月30日（日）／14時～16時半／田
無公民館／定員25人（申込順）／講
師：中村孝文（武蔵野大学教授）／資
料代300円／要申込・８月２日（日）
から電話で

・ 

盛
り
は
よ
し
味
は
い
ま
い
ち
馴
染
み
店
　
上
田
政
和

・ 

我
が
庭
は
コ
ロ
ナ
よ
い
ず
こ
花
盛
り
　
　
小
林
和
子

・ 

日
盛
り
に
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
蝉
の
声
　
　
間
宮
直
利

田無英会話サークル（初級）
第１・３土曜日／18時15分～20時
15分／下宿地区会館／入会金2,000
円・月額2,500円

※金額の記載がないものは無料です。

や
息
子
な
ど
が
勉
強
を
教
え
、
私
が

食
事
を
提
供
す
る
形
で
５
年
間
進
め

て
き
た
。
２
０
１
６
年
か
ら
は
、
猫

の
足
あ
と
ハ
ウ
ス
に
場
を
変
え
て
、

小
・
中
学
生
へ
の
学
習
と
食
、
居
場

所
の
提
供
、
若
者
へ
の
住
居
支
援
を

行
っ
て
い
る
。

活
動
の
自
粛
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
る
中
で
も
、「
給
食
が
な
い
夏
休

み
に
痩
せ
て
し
ま
う
子
ど
も
」
が
心

配
だ
。
４
、
５
月
は
、
月
・
木
曜
日

の
お
昼
に
学
習
課
題
と
食
材
、
お
弁

当
の
配
布
を
し
て
、
子
ど
も
た
ち
や

シ
ン
グ
ル
家
庭
の
様
子
を
気
に
か
け

て
き
た
。
学
校
に
行
か
れ
な
い
子
が

久
し
ぶ
り
に
会
話
し
て
嬉
し
そ
う
だ

っ
た
り
、
非
正
規
で
働
く
母
親
が
仕

事
が
な
く
な
り
食
材
提
供
が
助
か
っ

た
と
喜
ん
で
く
れ
た
り
し
た
こ
と
で
、

や
っ
て
よ
か
っ
た
と
感
じ
る
こ
と
が

で
き
た
。

「
西
東
京
わ
い
わ
い
ネ
ッ
ト
」
も
、

公
民
館
が
休
館
し
た
こ
と
で
、
３
月

か
ら
６
月
ま
で
の
「
わ
い
わ
い
ク
ッ

キ
ン
グ
」
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
子
ど
も
の
食

に
思
い
を
馳
せ
て
フ
ー
ド
パ
ン
ト
リ

ー
を
３
回
実
現
し
て
き
た
。
７
月
に

は
よ
う
や
く
公
民
館
で
子
ど
も
食
堂

の
形
で
復
活
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
猫
の
足
あ
と
」
は
、
６
月
に
な

っ
て
よ
う
や
く
宿
題
ク
ラ
ブ
と
勉
強

会
が
平
常
に
近
い
状
態
に
戻
っ
て
き

て
い
る
。
小
学
生
は
人
数
が
少
な
い

が
密
で
な
い
の
で
い
い
。
中
学
生
は

そ
れ
ぞ
れ
の
勉
強
会
に
生
徒
が
５
〜

７
人
、
先
生
３
〜
４
人
参
加
す
る
の

で
食
事
の
仕
方
や
消
毒
な
ど
感
染
対

策
を
し
な
が
ら
だ
が
、
人
が
繋
が
る

う
れ
し
さ
を
改
め
て
実
感
し
て
い
る
。

コ
ロ
ナ
禍
で
支
援
の
輪
を
も
っ
と
も

っ
と
広
げ
て
い
き
た
い
。

２
月
末
、
突
然
の
休
校
発
表
に
、

「
猫
の
足
あ
と
」
で
行
っ
て
い
る
「
小

学
生
宿
題
ク
ラ
ブ
」
と
「
中
学
生
勉

強
会
」
も
中
止
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
。
３
月
は
、
毎
年
や
っ
て
い
た

中
学
３
年
生
の
合
格
祝
い
の
会
だ
け

は
開
い
て
激
励
し
た
が
、
こ
の
子
た

ち
も
高
校
生
活
を
ス
タ
ー
ト
す
る
ま

で
は
か
な
り
待
た
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

「
猫
の
足
あ
と
」
は
、
２
０
１
１

年
に
中
学
３
年
生
対
象
の
無
料
学
習

支
援
か
ら
始
め
た
団
体
で
あ
る
。
最

初
は
自
宅
の
一
室
で
学
生
だ
っ
た
娘

岸
田
久
惠

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
猫
の
足
あ
と
代
表
・
西

東
京
わ
い
わ
い
ネ
ッ
ト
代
表
）

休
校
の
下
で
猫
の
足
あ
と
は

10月１日号の原稿締め切りは、8月
20日（木）です。

真夏になると一夜花が増えて
きます。カラスウリ、マツヨイグ
サ、オシロイバナなどです。何時
頃咲いて何時頃閉じるのか、お
子さんたちと観察してはいかが
でしょう。オシロイバナは別名
ユウゲショウ（夕化粧）のほか、
英語ではFour o'clockと呼ばれ
ています。本当に夕方４時頃に
咲くのでしょうか。花の色は、赤、
白、橙、黄など多彩で、花の形が
ユニークです。筒状の花は、花弁
でなく萼が変化したもので、皺
のある黒い果実を割ると真っ白
い粉状の胚乳が詰まっています。
これを白粉代わりに用いたこと
からその名がつきました。南ア
メリカ原産で、江戸初期に鑑賞
用として渡来しました。

がく

だいだい

はいにゅう

おしろい

しわ

つ
な

う
れ

は

や

サークル
から

谷戸

印刷機利用時の実費
負担額を変更します

公民館運営審議会

利用者懇談会にご参加ください 農業を知る講座
芝久保

パントマイム公演
「チカパンのパントマイム！」

催し物案内

サークル
から 会員募集

君 

と 

生 

き 

る

夏休み子ども企画

文・写真　大森拓郎（新町在住）

季節の花
オシロイバナ
何時頃に咲く？
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時とき 場ところ 対 対象 定 定員 講 講師 申 申込¥ 費用等内 内容


