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豊
田
公
民
館
で
は
、
２
月
９
日
（
土
）
小
中
学
生

を
対
象
に
競
技
か
る
た
講
座「
百
人
一
首
か
る
た
会
」

を
開
催
し
ま
し
た
。
競
技
か
る
た
は
、
自
陣
と
敵
陣

に
並
べ
た
札ふ

だ

を
取
り
あ
い
、
自
陣
の
札
を
早
く
ゼ

ロ
に
し
た
方
が
勝
ち
と
な
り
、
送
り
札
や
札
の
置
き

方
な
ど
戦
略
性
に
富
ん
だ
文
化
的
ス
ポ
ー
ツ
で
す
。

　

一
般
か
ら
も
一
緒
に
か
る
た
を
し
て
く
れ
る
方

を
募
集
し
た
と
こ
ろ
、
中
野
西
高
校
百
人
一
首
同

好
会
を
は
じ
め
、
高
校
生
か
ら
年
配
の
方
ま
で
参

加
し
て
い
た
だ
き
、
世
代
を
超
え
た
交
流
が
で
き
、

対
戦
も
非
常
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　
「
普
段
家
で
は
な
か
な
か
百
人
一
首
を
や
る
こ

と
は
出
来
な
い
の
で
、
今
回
お
手
伝
い
で
の
参
加

だ
っ
た
は
ず
な
の
で
す
が
、
そ
の
事
を
す
っ
か
り

忘
れ
て
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
企
画

は
と
て
も
素
敵
だ
と
思
い
ま
す
。
次
回
も
参
加
し

た
い
と
思
い
ま
す
」
と
参
加
し
て
く
れ
た
高
校
生

か
ら
う
れ
し
い
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

豊
田
公
民
館
は
、
こ
う
い
う
方
を
大
事
に
し
な

が
ら
、
一
緒
に
豊
か
な
中
野
市
を
つ
く
っ
て
い
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

あおぞら
　

目
が
覚
め
る
と
「
今
日

は
ど
ん
な
日
だ
ろ
う
」
と

思
う
。
予
測
で
き
な
い
気

象
・
環
境
の
変
化
。
政
治

が
変
わ
り
生
活
も
変
わ
る
。

「
今
ま
で
は
…
」
が
通
用

し
な
い
、
見
通
し
が
持
て

な
い
日
々
。
幼
い
こ
ろ
の

の
ん
び
り
し
た
風
景
や
生
活
が
好

き
だ
っ
た
私
に
は
、
少
し
抵
抗
感

が
あ
る
。
息
子
と
意
見
が
く
い
違

っ
た
時
「
僕
は
平
成
に
生
ま
れ
た

ん
だ
。
昭
和
生
ま
れ
じ
ゃ
な
い
」

と
切
り
返
さ
れ
「
い
い
訳
だ
…
」

と
怒
っ
て
は
み
た
も
の
の
、
冷
静

に
な
る
と
、
時
代
が
変
わ
り
価
値

観
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
は
事

実
だ
。

　

さ
て
、
今
ま
で
と
は
違
う
こ
れ

か
ら
を
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
？

今
の
私
が
思
う
こ
と
は
、
現
実
を

受
け
止
め
る
柔
軟
な
心
を
持
ち
、

時
代
が
変
わ
っ
て
も「
人
と
し
て
」

本
当
に
大
切
な
こ
と
、
価
値
観
は

何
な
の
か
を
学
び
、
自
ら
を
律
し
、

次
の
世
代
に
さ
り
げ
な
く
伝
え
て

い
く
。
そ
し
て
、
辛
抱
の
時
も
マ

イ
ナ
ス
で
な
く
、
明
る
く
前
向
き

な
思
い
で
捉と

ら

え
て
い
き
た
い
。

　

で
も
、
時
々
不
安
な
思
い
が
押

し
寄
せ
て
く
る
。
そ
ん
な
時
、
に

っ
こ
り
笑
っ
て
「
心
配
す
る
な
。

ま
じ
め
に
さ
え
生
き
て
い
れ
ば
大

丈
夫
だ
」
と
父
の
声
が
聞
こ
え
る
。

「
そ
う
だ
よ
ね
。
さ
て
、
今
日
も

頑
張
ろ
う
」 　
　
　
（
チ
ロ
リ
ン
）

１ 文化なかの /13.3

とれた！

「
ち
は
や
ふ
る
」
の
世
界
へ

和のこころ よびさます

・
な
か
の
21
市
民
講
座
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公 民 館 レ ポ ー ト特
集 なかの21市民講座

　

２
月
10
日
（
日
）
午
後
１
時
30
分

か
ら
中
央
公
民
館 

講
堂
で
、
お
天

気
キ
ャ
ス
タ
ー
の
森
田
正ま

さ

光み
つ

先
生
を

お
迎
え
し
「
テ
レ
ビ
で
は
言
え
な
い

天
気
の
話
」
と
題
し
て
講
演
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

　

な
か
の
21
市
民
講
座
実
行
委
員
会

で
は
、
東
日
本
大
震
災
や
長
野
県
北

部
大
地
震
、
地
球
温
暖
化
に
よ
る
集

中
豪
雨
や
土
砂
災
害
、
竜
巻
な
ど
の

自
然
災
害
が
日
常
的
に
発
生
し
て
い

る
中
で
、
市
民
の
防
災
減
災
の
意
識

を
高
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
計
画
し

ま
し
た
。

　

森
田
先
生
は
、
親
し
み
や
す
い
語

り
で
、「
地
球
に
住
む
私
た
ち
に
と

っ
て
最
も
恐
ろ
し
い
災
害
は
干
ば
つ

で
、
作
物
が
収
穫
で
き
ず
伝
染
病
な

ど
が
発
生
し
て
大
勢
の
方
が
亡
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
」「
産
業
革
命
以

来
明
ら
か
に
地
球
の
温
暖
化
が
進
ん

で
お
り
、
こ
の
100
年
間
に
温
度
が
３

度
上
昇
し
て
い
ま
す
。
最
初
に
影
響

を
受
け
る
植
物
が
滅
ぶ
と
、
バ
ク
テ

リ
ア
な
ど
の
微
生
物
が
い
な
く
な
り
、

や
が
て
動
物
に
も
影
響
が
及
び
生
態

系
に
大
き
な
影
響
が
出
て
し
ま
い
ま

す
」
と
話
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
参
加
さ
れ
た
方
か
ら
、
笑

顔
で
「
成
人
の
日
に
東
京
で
大
雪
が

降
っ
た
が
、
前
日
の
天
気
予
報
が
は

ず
れ
大
混
乱
を
ま
ね
い
た
こ
と
に
つ

い
て
気
象
予
報
士
と
し
て
ど
う
い
う

反
省
を
し
て
い
る
の
か
？
」
と
い
う

質
問
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
森

田
先
生
は
「
大
ま
か
に
い

う
と
、
地
上
気
温
が
３
度
以

上
だ
と
雨
、
２
～
３
度
で
み

ぞ
れ
、
１
～
２
度
で
雪
、
１

度
以
下
で
積
雪
と
な
り
ま
す
。

そ
の
日
の
東
京
の
最
低
気
温

は
1.6
度
で
し
た
。
日
常
で
は
、

前
日
の
予
報
気
温
が
平
均
で

２
度
は
ず
れ
る
現
状
で
、
１

度
の
差
を
前
日
に
予
測
す
る
こ
と
は

極
め
て
困
難
で
す
。
し
か
し
、
テ
レ

ビ
と
い
う
わ
か
り
や
す
さ
を
求
め
る

メ
デ
ィ
ア
は
Ｙ
ｅ
ｓ
、
Ｎ
ｏ
の
ど
ち

ら
か
の
答
え
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
現

在
の
社
会
は
複
雑
化
し
て
お
り
、
そ

の
ど
ち
ら
で
も
な
い
事
が
増
え
て
き

て
い
ま
す
。
今
の
時
代
そ
の
中
間
の

部
分
を
許
容
し
て
い
く
方
が
社
会
は

良
く
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
」
と
苦
笑
い
し
な
が
ら
答
え

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

当
日
は
寒
い
中
、
231
名
の
皆
さ
ん

に
お
越
し
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
質

問
の
中
で
ご
自
身
で
天
気
図
を
書
い

た
り
、
気
象
通
報
を
聞
い
て
お
ら
れ

る
方
が
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

目
的
は
登
山
で
あ
っ
た
り
農
作
物
の

栽
培
で
あ
っ
た
り
様
々
で
す
が
、
天

気
や
自
然
現
象
を
よ
り
身
近
に
感
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
東
日
本
大

震
災
、
長
野
県
北
部
大
地
震
を
胸
に
刻

み
心
を
新
た
に
し
た
講
演
会
で
し
た
。

お
天
気
キ
ャ
ス
タ
ー
　
森
田
正
光
先
生
講
演
会

－

生
活
の
目
安
と
し
て
活
用
を

－

熱気あふれる会場

難しい質問にも軽妙な回答異常気象のお話

天
気
予
報
を
も
っ
と
身
近
に

ユーモアも交えて
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そ
う
は
言
っ
て
も
何
の
苦
労
も
な

く
こ
こ
ま
で
来
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
昭
和
30
年
代
浅
沼
徳と

く

直な
お

氏
を
中

心
と
し
た
グ
ル
ー
プ
の
計
り
知
れ
な

い
苦
労
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
当
時
は

汁
物
以
外
の
食
べ
方
は
殆
ど
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。

　

エ
ノ
キ
タ
ケ
だ
け
で
す
。
生
育
途

中
で
紙
を
巻
き
軸
を
伸
ば
し
た
キ
ノ

コ
っ
て
。
な
ん
で
そ
う
し
た
の
で
し

ょ
う
ね
？
食
べ
ら
れ
る
部
分
を
多
く

す
る
為
だ
っ
た
の
か
な
ぁ
…
？

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
今
で
は
食
材

と
し
て
だ
け
で
な
く
機
能
性
食
品
と

言
わ
れ
、
ガ
ン
抑
制
効
果
や
血
液
サ

ラ
サ
ラ
効
果
に
始
ま
り
メ
タ
ボ
や
肥

満
対
策
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
面
で
そ
の

効
果
が
実
証
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
と
は
言
え
毎
日
沢
山
食
べ
る

の
も
大
変
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
た
の

が
『
え
の
き
氷
』
や
乾
燥
し
た
『
干ほ

し
え
の
き
』
な
ん
で
す
ね
。
今
で
は

幾
つ
も
の
メ
デ
ィ
ア
な
ど
に
取
り
上

げ
ら
れ
、
中
野
市
民
だ
け
で
な
く
日

本
中
で
認
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
に
併
せ
『
え
の
き
氷
』

や
『
干
し
え
の
き
』
入
り
の
商
品
も

開
発
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
に
日

に
そ
の
数
も
増
え
て
き
ま
し
た
。

　

数
年
前
私
が
『
き
の
こ
で
元
気
な

ま
ち
づ
く
り
』
と
い
う
セ
ミ
ナ
ー
に

特
集

参
加
し
た
時
は
、
自
分
で
キ
ノ
コ
を

作
っ
て
い
な
が
ら
も
「
キ
ノ
コ
な
ん

か
で
活
性
化
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？

中
野
市
が
元
気
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
？
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、

あ
れ
か
ら
５
～
６
年
確
実
に
一
歩
一

歩
い
ろ
ん
な
方
面
の
方
々
の
力
で
前

に
進
ん
で
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

中
野
市
で
始
ま
っ
た
『
日
本
き
の
こ

マ
イ
ス
タ
ー
』
の
資
格
制
度
も
そ
う

で
す
よ
ね
？
農
工
商
が
ガ
ッ
チ
リ
組

ん
で
い
け
ば
怖
い
も
の
な
ん
て
無
い

と
思
い
ま
せ
ん
か
？
店
先
で
産
地
か

ら
生
産
者
ま
で
中
野
市
の
も
の
を
見

か
け
た
ら
是
非
応
援
し
て
下
さ
い
ね
。

小
市
民
の
私
も
頑
張
っ
て
ま
～
す
。

　

み
な
さ
ん 

ご
存
知
で
す
か
？

　

約
半
世
紀
ほ
ど
前
、
出
稼
ぎ
解
消

対
策
に
始
ま
り
、
当
初
１
億
３
千
万

円
程
度
の
産
業
だ
っ
た
も
の
が
現
在

１
５
０
億
円
産
業
と
な
り
生
産
量
日

本
一
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
中

野
市
の
エ
ノ
キ
タ
ケ
の
事
を
…
。

エノキタケに秘められた無限の可能性

共同によるビン詰め作業（昭和33年）

栽培初期に使われた丸型高圧殺菌釜（昭和40年代）

エノキタケをアメリカへ試験輸出（昭和60年） 南極で作る野菜第１号に登録（昭和42年）

エノキタケを使った数々の商品を開発
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金
井
の
本
水
寺
の
古
記
録
に
「
金
井
の
村

は
戦
国
時
代
末
、
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）

に
上か

み

屋や

敷し
き

（
集
落
の
東
方
）
か
ら
引
き
移
っ

た
」
と
あ
る
。
谷
街
道
が
整
備
さ
れ
、
そ
の

道
沿
い
に
で
き
た
街が

い

村そ
ん

な
の
で
あ
る
。

　

江
戸
時
代
半
ば
の
安
永
（
一
七
七
二
～

八
一
）
の
こ
ろ
、
重
い
年
貢
に
苦
し
み
、
田

畑
を
質
に
入
れ
て
小
作
人
と
な
っ
た
農
民
が
、

ど
の
村
に
も
多
か
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
、
こ
の

地
方
に
菜な

種た
ね

や
木
綿
な
ど
の
商
品
畑
作
物
生

産
が
始
ま
り
、
北
信
は
油
の
特
産
地
と
な
る
。

ま
た
、
農
家
の
女
衆
が
織
る
木
綿
布
や
紬つ

む
ぎ

が

中
野
の
市い

ち

へ
大
量
に
売
り
出
さ
れ
る
よ
う
に

も
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
谷
街
道
を
行
き

交
う
旅
人
や
荷
物
を
積
ん
だ
馬
の
往
来
が
急

速
に
賑
や
か
に
な
る
。

　

金
井
村
の
農
民
は
、
お
の
ず
と
旅
人
目
当

て
の
小こ

商あ
き
な

い
を
始
め
、
暮
ら
し
の
た
し
に
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
寛
政
年
間
（
一
七
八
九

～
一
八
〇
一
）
に
は
、
木
綿
布ふ

・
紬つ

む
ぎ

、
ろ
う

そ
く
・
酒
・
油
を
売
る
い
く
つ
か
の
店
が
で

き
、
文
化
年
間
（
一
八
〇
四
～
一
八
）
に

な
る
と
穀こ

く

屋や

・
材
木
屋
に
豆
腐
屋
（
食
堂
）

ま
で
で
き
た
。
文
政
年
間
（
一
八
一
八
～

三
〇
）
に
な
る
と
煮に

売う
り

屋や

（
食
堂
・
一
杯
屋
）

を
は
じ
め
菓
子
屋
・
紺こ

ん

屋や

（
染
物
屋
）
が
開

店
。
天
保
年
間
（
一
八
三
〇
～
四
四
）
に
は
、

煮
売
屋
が
四
軒
、
茶
屋
が
一
軒
に
。
嘉
永
年

間
（
一
八
四
八
～
五
四
）
に
は
魚
屋
も
。
昼

食
を
と
る
旅
人
、
荷
馬
を
店
の
前
の
木
に
つ

な
い
で
一
杯
飲
ん
で
行
く
馬う

ま

方か
た

。
宿
場
の
よ

う
だ
と
、
金
井
の
文
書
が
伝
え
て
い
る
。

　

幕
府
の
方
針
を
受
け
た
中
野
代
官
所
は
、

村
役
人
に
「
村
人
に
百
姓
は
本
務
の
農
業
に

精
を
出
す
よ
う
監
督
せ
よ
」
と
触
れ
を
出
す

が
、
一
時
的
な
も
の
。
金
井
は
中
野
・
飯
山

の
中
間
で
は
な
い
が
、
時
代
を
読
み
、
立
地

条
件
を
生
か
し
て
活
路
を
見
い
だ
す
金
井
の

村
人
の
積
極
性
が
よ
く
み
え
て
い
る
。
昭
和

三
〇
年
代
ま
で
、
金
井
商
工
会
の
活
躍
は
み

ご
と
に
続
い
た
。

　
　
　
　
　
　
（
阿
部　

敏
明
）

　

金
井
区
は
平
岡
地
区
に
あ
る
戸
数
約

２
５
０
戸
の
集
落
で
す
。
小
さ
く
は

な
く
、
大
き
す
ぎ
も
せ
ず
と
い
っ
た

と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
村
部
に
あ
り

ま
す
が
、
世
相
に
合
わ
せ
て
区
の
運

営
も
改
革
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

分
館
活
動
は
、
館
長
以
下
５
名
の

役
員
で
、
16
名
の
運
営
委
員
さ
ん
の

協
力
に
よ
り
事
業
を
進
め
て
い
ま
す
。

　

１
月
は
14
日
に
小
雪
の
中
、
最
初

の
行
事「
ど
ん
ど
焼
き
」を
賑
や
か
に
行
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
翌
日
は
大
雪
で
し
た
の

で
、
幸
運
な
ス
タ
ー
ト
と
な
り
ま
し
た
。

　

区
民
運
動
会
は
分
館
の
最
大
行
事
で
す
。

少
子
高
齢
化
や
子
供
た
ち
の
多
忙
化
で
、
参

加
者
が
減
少
傾
向
に
あ
り
、
競
技
を
成
立
さ

せ
る
編
成
も
困
難
な
状
況
が
あ
り
ま
す
。
準

備
の
大
変
さ
と
あ
い
ま
っ
て
、「
も
う
止
め

よ
う
か
」
と
い
う
声
が
あ
り
ま
す
が
、

今
の
金
井
だ
か
ら
で
き
る
し
、
ま
た
、

区
民
が
一
堂
に
集
い
親
交
を
深
め
ら
れ

る
貴
重
な
行
事
な
の
で
、
今
後
の
検
討

課
題
と
し
、
今
年
も
５
月
に
開
催
を
計

画
し
て
い
ま
す
。

　

時
代
の
流
れ
で
し
ょ
う
か
、
金
井
も

自
主
的
な
サ
ー
ク
ル
（
文
化
）
活
動
が

次
第
に
少
な
く
な
り
、
恒
例
の
敬
老
会

や
文
化
祭
を
ど
う
す
れ
ば
盛
会
に
も
っ
て
い

け
る
か
、
思
案
の
し
ど
こ
ろ
で
す
。

　
　
　
　
　
（
金
井
分
館
長　

勝
野 

芳
久
）

金 井 分 館

宿
場
風
の
村
金
井

ふ
る
さ
と
の
歴
史

こ
ん
に
ち
は

分
館
分
館

区民運動会の綱引き

　

中
央
公
民
館
で
２
月
２
日
（
土
）・

６
日
（
水
）
に
、
や
し
ょ
う
ま
づ
く

り
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
地
方
で
は
、
春
の
雪
溶
け
を
心

待
ち
に
し
な
が
ら
、
お
釈
迦
様
の

入に
ゅ
う
め
つ滅

（
命
日
）
に
合
わ
せ
て
、
各
家

庭
ご
と
に
趣
向
を
こ
ら
し
て
作
っ
た

色
と
り
ど
り
の
や
し
ょ
う
ま
を
仏
壇

に
供そ

な
え

え
る
年
中
行
事
が
あ
り
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
は「
や
し
ょ
う
ま
ひ
き
」

と
し
て
各
戸
を
廻
り
も
ら
っ
て
歩
い

た
も
の
で
し
た
。

　

初
め
て
挑
戦
し
た
み
な
さ
ん
は
、

中
野
市
食
生
活
改
善
推
進
協
議
会
の

み
な
さ
ん
の
て
い
ね
い
な
指
導
を
受

け
、
で
き
あ
が
っ
た
き
れ
い
な
チ
ュ

ー
リ
ッ
プ
や
バ
ラ
の
模
様
の
や
し
ょ

う
ま
に
驚
き
な
が
ら
満
足
し
た
様
子

で
し
た
。

年
中
行
事
を

　
　
　
　
大
切
にチューリップの絵柄に感激！
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今月の伝言板
講座の詳しい内容につきましては、各公民館までお問い合わせください。
■中央　☎ 22-2691　■北部　☎ 26-0677　■西部　☎ 23-1024　■豊田　☎ 38-2922

公民館ホームページ　http:/www.city.nakano.nagano.jp/kominkan/

講　座　名 日　時 場所 講　師 備　　　考

中  

央  

公  

民  

館

きり絵体験
コーナー

３月31日㈰ 
午後１時30分～ 3時30分

中央公民館
教　　　室

中野きりえの会
の皆さん

＜申込み＞不要
＜受講料＞無料
＊カッター、材料等は用意してあ
　ります。

パソコン
　ふれあいサロン
＜内容＞パソコンを使用して
いて、わからないところを指
導員がお答えします

毎週月曜日
※祝日、年末年始を除く
午後1時30分
　　　　 ～４時30分

中央公民館
団　体　室

（２階）

ＮＰＯ
新技術新興会

＜定員＞６名
＜受講料・申込＞不要
※メニューに沿って進めるパソコ
　ン教室とは異なります。

公民館ギャラリー　押花展　押花みずほ

豊
　
田
　
公
　
民
　
館

リズムで遊ぼう ３月15日㈮
午前10時30分～正午 

豊田文化　
　センター

ドラムサークル諏訪
代表
原　　房子 先生

＜定員＞15組
＜受講料＞無料
＜対象者＞３歳未満児と保護者

チャレンジ子ども教室
生きる力を育むふるさと
自然体験
～天体望遠鏡で
　星空をみよう～

３月16日㈯
午後7時30分～ 9時30分
※予備日　3月17日㈰  
午後7時30分～ 9時30分

（16日に星の観察ができ
ない場合）

豊田文化
　センター

信州中野
天文同好会
のみなさん

＜定員＞20組＜受講料＞無料
＜内容＞星の観望
＜対象者＞どなたでも
中学生以下は保護者同伴
＜服装＞あたたかい服装
＜申込み＞３月11日㈪まで

チャレンジ子ども教室
生きる力を育むふるさと
自然体験
～野鳥の観察～

３月23日㈯
午前８時～正午

豊田文化
　センター
集合

信州野鳥の会
出野　富永 先生

＜定員＞20名＜受講料＞無料
＜内容＞鳥の野外観察
＜対象者＞市内小中学生
＜持ち物＞おにぎり、水筒、

（持っている人）図鑑、双眼鏡イラ
スト帳など
＜申込み＞3月19日㈫まで

　平成４年４月２日～平成５
年４月１日生まれの方が対象
となります。
　中野市に平成25年２月１日
現在で住民登録している方を
対象に案内状をお送りしま
す。現在、市外にお住まいの
方で中野市成人式に出席を希望される方
は、事前に中野市中央公民館までご連絡下
さい。
期　日　　５月４日㈯　みどりの日
時　間　　午前９時30分　受付
　　　　　　　10時　　　開式
会　場　　中野市市民会館ホール

　毎年、ひな市に市内の書道愛好者の作品が一堂に会
す書道展です。奮ってご応募ください。
出品資格　市内在住・在勤している方、または、市内
　　　　　の書道グループに所属している方
出  品  数　１人１点まで（未発表の作品に限ります）
出品規格　◦一般の部（高校生を含む）
　　　　　　条幅半折の大きさで、裏打ち仮巻き着装
　　　　　◦小中学生の部
　　　　　　条幅半折４分の１縦長書、裏打ちをしな
　　　　　　いで仮巻き着装
申  込  み　３月19日㈫まで
　　　　　所定の出品申込書により中央公民館へ申込
　　　　　み下さい
展示期間　３月31日㈰～４月１日㈪　午前９時～午後６時
展示会場　中央公民館　講堂

第32回 中野市民書道展中野市成人式のおしらせ
輝けハタチ～未来に乾杯～
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印
刷
　
高
錦
堂
印
刷
所

～
越
さ
つ
き
愛
好
会
～

　

30
年
以
上
続
く
歴
史
あ
る
愛
好
会
で
す
。
地

元
で
は
年
１
回
、
会
員
の
皆
さ
ん
が
手
塩
に
か

け
た
自
慢
の
さ
つ
き
を
持
ち
寄
り
、
花
見
会
が

行
わ
れ
ま
す
。
写
真
は
昨
年
６
月
の
花
見
会
の

様
子
で
、
中
に
は
30
年
や
40
年
以
上
の
古
く
貴

重
な
さ
つ
き
も
多
く
、
愛
情
を
注
い
だ
歴
史

の
深
さ
と
様
々
な
彩
り
で
癒
し
て
く
れ
ま
す
。

「
今
年
は
開
催
時
期
が
遅
れ
た
の
と
、
気
候
の

影
響
で
集
ま
る
か
ど
う
か
心
配
で
し
た
が
、
沢
山
の
見

事
な
さ
つ
き
を
出
品
し
て
も
ら
え
て
う
れ
し
い
」
と
、

会
長
の
池
田
陽
一
さ
ん
が
語

っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
、

隣
の
赤
岩
地
区
の
み
な
さ
ん

か
ら
も
出
展
頂
き
、
更
に
豊

か
な
花
見
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

最
近
は
高
齢
化
に
伴
い
、

会
員
も
減
少
し
て
い
る
と
の

事
で
す
が
、
花
を
愛め

で
る
と

い
う
日
本
の
素
敵
な
文
化
も

あ
り
、
是
非
と
も
続
け
て
い

っ
て
頂
き
た
い
で
す
。

花と季節の写真募集
　

文
化
な
か
の
編
集
委
員
会
で
は
、
中
野
市
内
の
花
や
季

節
の
写
真
を
募
集
し
ま
す
。
未
発
表
写
真
に
限
り
ま
す
。

四
ッ
切
り
ま
で
（
ワ
イ
ド
サ
イ
ズ
も
可
）
の
プ
リ
ン
ト
、

デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
（
未
加
工
の
も
の
）。

　

氏
名
、
住
所
、
連
絡
先
、
作
品
名
、
撮
影
場
所
、
花
の

名
前
等
を
書
き
送
っ
て
下
さ
い
。
匿
名
希
望
や
ペ
ン
ネ
ー

ム
掲
載
は
そ
の
旨
を
お
伝
え
下
さ
い
。随
時
募
集
し
ま
す
。
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宛　先

A.K

残雪にとまるギフチョウ／斑尾山(湯本明雄）

夜明け前／上今井(替佐の伊吹吾郎）メジロのペアー？／三好町（Ｅ・Ｋ）

福寿草／草間（宮澤　聰）


