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地
域
住
民
の
学
習
の
場
と
し
て

大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
公

民
館
。
西
宮
で
は
昭
和
二
十
二
年

に
鳴
尾
小
学
校
内
に
開
設
さ
れ
て

以
来
、
半
世
紀
を
超
え
る
歴
史
を

刻
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
の
公
民
館

が
い
ま
、
少
子
高
齢
化
社
会
の
進

展
や
住
民
意
識
の
向
上
、
さ
ら
に

は
Ｉ
Ｔ
（
情
報
技
術
）
化
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の
流
れ
に
呼
応

し
た
変
革
を
迫
ら
れ
て
い
ま
す
。

公
民
館
の
現
状
と
課
題
、
そ
し
て

新
し
い
動
き
な
ど
を
現
場
で
探
っ

て
み
ま
し
た
。

西
宮
市
内
に
二
十
二
あ
る
地

区
公
民
館
を
統
括
す
る
中
央
公

民
館
は
昨
年
秋
、
阪
急
西
宮
北

口
南
側
の
十
三
階
建
て
ビ
ル

「
プ
レ
ラ
に
し
の
み
や
」
内
に

移
転
し
ま
し
た
。
集
会
室
や
講

堂
な
ど
従
来
型
の
設
備
に
加

え
、
同
じ
建
物
内
に
は
パ
ソ
コ

ン
を
使
え
る
「
生
涯
学
習
情
報

コ
ー
ナ
ー
」
や
「
子
ど
も
室
」

が
あ
り
、
よ
り
幅
広
い
利
用
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

新
し
い
中
央
公
民
館
は
、

「
プ
レ
ラ
に
し
の
み
や
」
の

四
、
五
、
六
階
部
分
に
あ
り
ま

す
。
延
べ
床
面
積
は
約
二
千
四

百
平
方
㍍
。
四
、
六
階
部
分
に

集
会
室
が
計
六
室
と
、
和
室
、

茶
室
、
実
習
室
、
工
芸
室
、
講

堂
が
各
一
室
ず
つ
あ
り
ま
す
。

四
階
の
「
生
涯
学
習
情
報
コ

ー
ナ
ー
」
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
の
利
用
が
可
能
な
パ
ソ
コ

ン
が
四
台
、
映
像
情
報
の
た
め

の
大
型
の
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
が

あ
り
ま
す
。
阪
神
間
の
美
術
館

や
動
物
園
な
ど
の
冊
子
も
そ

ろ
い
、
学
生
か
ら
主
婦
や
高
齢

者
ま
で
多
く
の
人
が
訪
れ
ま

す
。

ま
た
、
同
じ
四
階
の
西
宮
市

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
・
ウ

エ
ー
ブ
に
は
、
印
刷
機
や
コ

ピ
ー
機
が
備
わ
っ
た
「
印
刷

作
業
室
」、
お
も
ち
ゃ
も
あ
る

「
子
ど
も
室
」
が
あ
り
、
公
民

館
利
用
者
も
使
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

現
在
は
中
央
公
民
館
で
は
、

各
種
講
座
が
開
講
さ
れ
て
い
る

ほ
か
、
絵
画
や
合
唱
な
ど
文
化

の
分
野
か
ら
幼
児
教
育
、
人
権

問
題
に
至
る
ま
で
、
中
高
年
の

女
性
ら
を
中
心
に
百
を
超
え
る

登
録
グ
ル
ー
プ
が
活
動
し
て
い

ま
す
。
施
設
の
利
用
人
数
、
利

用
件
数
は
、
移
転
前
の
中
央
公

民
館
に
比
べ
る
と
約
一
・
五
倍

も
増
え
て
い
ま
す
。

交
通
が
便
利
な
場
所
に
あ
る

う
え
、
他
の
施
設
と
の
連
携
が

利
用
者
増
に
つ
な
が
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
職
員

ら
は
「
こ
れ
ま
で
足
が
遠
か
っ

た
会
社
員
ら
に
も
、
ど
ん
ど
ん

公
民
館
を
の
ぞ
い
て
利
用
し

て
ほ
し
い
」
と
呼
び
掛
け
て
い

ま
す
。

「「
ププ
レレ
ララ
」」にに
中中
央央
公公
民民
館館

公民館活動推進員座談会
住民らの自主的な相互学習を、それ

ぞれの地域に根差した課題の解決に

役立てる―。この目的の実現を目指し

て、西宮市は昭和五十二年、「公民館

活動推進員会制度」をスタートさせま

した。地域から選ばれた七人の推進員

が住民の要望に耳を傾け、公民館の講

座を企画、運営します。地区公民館で

活動する三人の推進員に、活動上の苦

労や理想とする公民館像を話し合って

いただきました。

◇
ど
ん
な
講
座
を

住
中
さ
ん

生
涯
学
習
の

講
座
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

お
年
寄
り
で
も
地
域
の
歴
史

や
町
名
の
由
来
な
ど
は
知
ら

な
い
人
が
多
い
と
思
い
、
郷

土
史
研
究
家
を
講
師
に
迎
え

る
な
ど
工
夫
し
て
い
ま
す
。

高
齢
者
の
自
立
を
助
け
る
よ

う
な
講
座
を
心
が
け
て
い
ま

す
。室

井
さ
ん

中
学
生
の
子

ど
も
が
い
る
の
で
、
家
庭
教

育
と
青
少
年
の
講
座
を
担
当

し
て
い
ま
す
。
ペ
ッ
ト
に
ま

つ
わ
る
講
座
を
開
い
た
り
、

人
形
劇
を
上
演
し
て
い
ま

す
。
少
子
高
齢
化
社
会
を
迎

え
、
各
家
庭
の
お
母
さ
ん
や

子
ど
も
た
ち
が
集
ま
れ
る
よ

う
な
機
会
、
場
所
を
提
供
し

た
い
で
す
ね
。

◇
活
動
上
の
苦
労
は

住
中
さ
ん
「
良
か
っ
た
」

と
い
う
声
が
多
く
寄
せ
ら
れ

る
講
座
も
あ
り
ま
す
が
、
介

護
保
険
や
交
通
安
全
な
ど
、

お
年
寄
り
に
身
近
な
生
活
課

題
を
取
り
上
げ
る
と
、
逆
に

評
判
が
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
ち
ら
が
、
ぜ
ひ
学
習
し
て

も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
も
、

講
師
の
話
が
、
や
や
堅
苦
し

い
と
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
し

ょ
う
か
。
た
だ
、
推
進
員
の

独
り
よ
が
り
に
な
っ
て
も
い

け
な
い
の
で
、
参
加
者
の
ニ

ー
ズ
を
掘
り
起
こ
す
努
力
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

室
井
さ
ん

推
進
員
に
な

っ
て
か
ら
は
新
聞
な
ど
に
必

ず
目
を
通
し
、
情
報
の
ア
ン

テ
ナ
を
張
り
続
け
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
三
十
、
四
十

歳
代
の
お
母
さ
ん
た
ち
に
公

民
館
に
関
心
を
持
っ
て
も

ら
い
足
を
運
ん
で
も
ら
う

の
は
難
し
い
で
す
。
子
育
て

の
悩
み
な
ど
を
、
そ
れ
ぞ
れ

抱
え
て
い
る
は
ず
な
の
で
す

が
…
。
新
聞
の
折
り
込
み
広

告
や
チ
ラ
シ
な
ど
を
使
っ
た

広
報
活
動
に
も
力
を
入
れ
て

い
ま
す
が
、
個
人
的
な
声
か

け
が
最
も
効
果
が
あ
り
ま
す

ね
。中

島
さ
ん

今
年
か
ら
推

進
員
に
な
り
ま
し
た
が
、
人

が
集
ま
り
に
く
い
現
状
を
実

感
し
て
い
ま
す
。
私
自
身
は

こ
れ
か
ら
の
時
代
に
絶
対
必

要
だ
と
思
う
の
で
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
技
能
の
講
座
を
企

画
し
た
い
の
で
す
が
、
場
所

と
ハ
ー
ド
を
い
か
に
確
保
す

る
か
、
が
課
題
で
す
。

◇
市
へ
の
要
望
は

中
島
さ
ん

現
在
、
公
民

館
は
、
中
学
校
の
校
区
を
基

準
に
建
て
ら
れ
て
い
て
、
小

学
校
の
校
区
で
は
微
妙
に
違

っ
て
い
た
り
し
ま
す
ね
。
住

民
に
よ
っ
て
、
同
じ
地
域
に

い
な
が
ら
二
つ
の
公
民
館
活

動
に
参
加
す
る
人
も
い
ま

す
。
こ
う
い
う
人
た
ち
の
た

め
に
、
講
座
な
ど
の
情
報

が
、
も
っ
と
伝
わ
り
や
す
い

よ
う
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う

か
。室

井
さ
ん

七
月
に
政
治

経
済
を
取
り
上
げ
た
講
座

を
開
い
た
と
こ
ろ
、
タ
イ
ム

リ
ー
だ
っ
た
た
め
か
多
く

の
人
が
集
ま
り
ま
し
た
。
講

座
の
中
身
に
つ
い
て
ア
ド

バ
イ
ス
を
受
け
ら
れ
る
機

会
を
設
け
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
。

住
中
さ
ん

マ
ン
ネ
リ
化

し
な
い
よ
う
に
と
、
い
つ
も

講
師
探
し
に
苦
労
し
て
い
ま

す
。
推
進
員
の
つ
て
だ
け
で

は
限
界
も
あ
り
、
市
を
通
じ

て
講
師
の
依
頼
が
で
き
れ
ば

う
れ
し
い
の
で
す
が
。

◇
理
想
の
公
民
館
像
は

中
島
さ
ん

地
域
の
情
報

発
信
基
地
で
あ
っ
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。
学
校
の
完

全
週
休
二
日
制
が
始
ま
れ

ば
、
視
聴
覚
教
室
や
図
書
館

な
ど
学
校
施
設
を
利
用
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ

う
か
。

住
中
さ
ん

お
年
寄
り
や

子
育
て
に
励
む
お
母
さ
ん
ら

が
気
軽
に
訪
れ
る
こ
と
が
で

き
、
友
だ
ち
づ
く
り
が
で
き

る
よ
う
な
公
民
館
に
し
た
い

で
す
ね
。
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代

で
集
ま
れ
る
よ
う
な
フ
リ
ー

ス
ペ
ー
ス
を
設
け
て
み
て
も

い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

室
井
さ
ん

講
堂
や
茶
道

が
体
験
で
き
る
和
室
も
あ
る

の
に
、
ま
だ
ま
だ
遊
ん
で
い

る
部
屋
が
多
い
の
で
は
。
施

設
を
有
効
活
用
し
、
そ
の
上

で
、
住
民
が
自
然
と
集
ま
る

よ
う
な
公
民
館
を
目
指
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
住
民
に
は

そ
れ
こ
そ
、
役
に
立
つ
も
の

な
ら
何
で
も
利
用
し
て
や
ろ

う
と
い
う
ぐ
ら
い
の
気
持
ち

で
、
私
た
ち
推
進
員
の
活
動

に
目
を
む
け
て
い
て
ほ
し
い

で
す
ね
。

出
席
者
の
み
な
さ
ん

（
順
不
同
）

住
中
信
和
さ
ん
�
浜
脇

公
民
館
推
進
員
会
代

表
室
井
真
弓
さ
ん
�
南
甲

子
園
公
民
館
推
進
員

中
島
純
江
さ
ん
�
神
原

公
民
館
推
進
員

公民館と市民ホールの違いは
公民館は市町村の設置する「社会教
育施設」で、地域住民の生活文化の振
興、社会福祉の増進を目的にしていま
す。そこで、営利を目的とする催し、
特定の政党にかかわる事業、特定の宗
教を支持する事業を行うことは禁じら
れています。（社会教育法）
一方、市民会館やフレンテホールと

いった市民ホールは、福祉の増進、文
化の向上を目的とした、「公の施設」
です。従って、公序良俗などに反しな
い限り（市民ホール条例第３条）、使
用に制限はありません。コンサートな
どの興行や市民の文化活動、発表の場
などに幅広く利用されています。

活活動動半半世世紀紀 変変革革模模索索すするる公公民民館館

利
便
性
ア
ッ
プ
、
利
用
５
割
増

学
生
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
が
利
用
で
き
る
「
生
涯

学
習
情
報
コ
ー
ナ
ー
」
�
西
宮
市
高
松
町

主
役
は
市
民

学
び
の
拠
点
に

住中さん 利用者ニーズ発掘に努力

中島さん 理想は地域情報発信基地

室井さん 施設の有効利用が課題

活
動
上
の
苦
労
や
理
想
の
公
民
館
像
を
め
ぐ
っ
て
意
見
を

交
わ
す
推
進
員
�
西
宮
市
立
中
央
公
民
館

教育にしのみやを発行する会

西宮市教育委員会・西宮市ＰＴＡ協議会

西宮市教職員組合・西宮市立高校教職員組合

西宮市校園長会・西宮私立幼稚園連合会

西宮市民間保育所協議会・神戸新聞社
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