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そ
も
そ
も
、
公
民
館
の
果

た
す
役
割
と
は
何
で
し
ょ

う
―公

民
館
は
、
福
祉
や
家
庭

教
育
、
人
権
・
同
和
問
題
な

ど
を
住
民
と
一
緒
に
考
え
て

い
く
た
め
の
社
会
教
育
の
中

核
施
設
で
す
。

西
宮
市
は
住
民
の
自
主
的

な
相
互
学
習
を
そ
れ
ぞ
れ
の

地
域
の
課
題
の
解
決
に
役
立

て
よ
う
と
昭
和
五
十
二
年
、

地
元
で
選
ば
れ
た
推
進
員
が

先
頭
に
立
ち
、
地
域
に
必
要

な
講
座
を
企
画
運
営
す
る

「
公
民
館
活
動
推
進
員
会
制

度
」を
、全
国
に
先
駆
け
て
、

立
ち
上
げ
ま
し
た
。

今
年
四
月
に
は
、
推
進
員

会
の
主
体
性
を
高
め
、
よ
り

時
代
に
あ
っ
た
講
座
を
開
く

た
め
、
選
択
テ
ー
マ
を
広
げ

る
な
ど
の
制
度
見
直
し
を

行
っ
て
い
ま
す
。
市
民
の
パ

ワ
ー
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
す
。

市
民
パ
ワ
ー
を
引
き
出
し

て
い
る
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
は
、

あ
る
で
し
ょ
う
か
。

公
民
館
を
定
期
的
に
利
用

し
、自
主
学
習
を
進
め
る「
公

民
館
グ
ル
ー
プ
」
が
あ
り
ま

す
。
今
、
約
七
百
二
十
の
登

録
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
ま
す
。

中
で
も
注
目
し
た
い
の
が
、

公
民
館
の
講
座
で
学
ん
だ
こ

と
を
地
域
の
活
動
に
生
か
し

て
い
る
グ
ル
ー
プ
で
す
。
手

話
や
要
約
筆
記
、
託
児
な
ど

の
講
座
で
学
び
、
講
演
会
や

各
種
の
講
座
な
ど
で
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
と
し
て
地
元
で
活

動
し
て
い
る
方
が
た
く
さ
ん

い
ま
す
。

公
民
館
活
動
を
よ
り
よ
く

す
る
た
め
に
、
推
進
員
か
ら

行
政
へ
の
注
文
が
あ
る
よ
う

で
す
。
例
え
ば
、
公
民
館
自

体
の
Ｐ
Ｒ
を
強
め
て
ほ
し
い

と
の
声
が
あ
り
ま
す
が
―

公
民
館
や
そ
の
活
動
を
知

ら
な
い
人
が
多
い
の
は
確
か

で
す
。
こ
れ
ま
で
の
折
り
込

み
広
告
や
チ
ラ
シ
な
ど
を
中

心
に
し
た
Ｐ
Ｒ
に
加
え
、
若

い
世
代
に
焦
点
を
当
て
、
公

民
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
講

座
予
定
や
「
人
権
フ
ォ
ー
ラ

ム
」、「
グ
ル
ー
プ
交
歓
発
表

会
」
な
ど
の
事
業
風
景
を
動

画
で
紹
介
し
て
、
公
民
館
に

来
ら
れ
な
い
人
た
ち
に
も
様

子
を
知
っ
て
も
ら
う
よ
う
努

め
て
い
ま
す
。
今
後
も
、
幅

広
い
方
法
で
Ｐ
Ｒ
に
力
を

入
れ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

若
い
世
代
の
利
用
が
少
な

い
と
の
意
見
も
あ
り
ま
す
―

ま
ず
、
子
ど
も
が
来
や
す

い
よ
う
な
企
画
が
必
要
で

す
。
今
年
度
は
中
央
公
民
館

で
小
中
学
生
が
異
年
齢
集
団

を
つ
く
り
、
野
外
活
動
な
ど

を
行
う
「
プ
レ
ラ
塾
」
を
開

設
し
て
い
ま
す
。
来
年
度
に

は
、
推
進
員
会
事
業
と
し
て

各
地
区
館
に
拡
大
し
て
い
く

予
定
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
子
ど
も
の

視
点
か
ら
公
民
館
に
つ
い
て

の
意
見
や
感
想
を
発
表
し
て

も
ら
い
、
今
後
の
公
民
館
運

営
に
生
か
し
て
い
く
「
公
民

館
探
検
隊
事
業
」
を
行
い
ま

し
た
。

「
い
ろ
ん
な
年
代
の
人
と

交
流
し
た
い
」「
子
ど
も
向

け
の
講
座
が
ほ
し
い
」
な
ど

様
々
な
意
見
を
も
ら
っ
て
い

ま
す
。

「
幼
児
教
育
」
な
ど
の
講

座
に
は
若
い
母
親
の
姿
が
多

く
、
今
後
は
、
さ
ら
に
「
親

子
で
ク
ッ
キ
ン
グ
」
と
い
っ

た
講
座
を
増
や
し
ま
す
。
ま

た
、
父
親
に
も
足
を
運
ん
で

も
ら
お
う
と
企
画
し
た
父
親

向
け
の
幼
児
教
育
講
座
も
、

定
員
の
数
倍
の
申
し
込
み
が

殺
到
す
る
な
ど
、
関
心
の
高

さ
が
う
か
が
え
ま
す
。

託
児
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、
若

い
方
々
が
来
や
す
い
環
境
を

整
え
る
こ
と
に
も
力
を
入
れ

て
い
ま
す
。

公
民
館
の
今
後
は
―

新
し
い
取
り
組
み
と
し
て

は
、
関
係
機
関
や
民
間
団
体

な
ど
と
連
携
し
た
事
業
を
展

開
し
ま
す
。

今
年
度
は
、
青
少
年
施
策

推
進
課
と
民
間
団
体
の
「
シ

ア
タ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
に
し
の

み
や
」
と
連
携
し
て
、
子
ど

も
に
生
の
舞
台
に
ふ
れ
る
機

会
を
提
供
す
る
「
シ
ア
タ
ー

フ
ェ
ス
タ
２
０
０
２
年
〜
舞

台
・
感
動

さ
あ

お
芝
居

が
始
ま
る
よ
！
〜
」
を
計
画

し
て
い
ま
す
。

急
激
な
情
報
化
の
進
展

の
中
で
、
特
に
お
年
寄
り
な

ど
い
わ
ゆ
る
情
報
弱
者
向

け
の
Ｉ
Ｔ
講
座
も
検
討
し
て

い
ま
す
。

ま
た
現
在
も
託
児
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
養
成
講
座
な
ど
を
実

施
し
て
い
ま
す
が
、
さ
ら
に

多
く
の
方
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
に
目
を
向
け
、
積
極

的
に
参
加
し
て
も
ら
う
よ

う
に
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育

成
に
も
力
を
入
れ
て
い
き

ま
す
。

公
民
館
の
主
役
は
住
民
の

方
々
一
人
一
人
で
す
。
公
民

館
で
開
か
れ
る
講
座
で
学
ん

だ
住
民
が
仲
間
を
つ
く
り
、

自
主
的
な
学
習
を
深
め
、
地

域
活
動
に
生
か
す
の
が
理
想

的
な
流
れ
で
す
。
市
内
に
は

七
百
を
超
え
る
公
民
館
グ
ル

ー
プ
が
あ
り
、
そ
の
流
れ
が

広
が
る
こ
と
で
ま
ち
全
体
を

変
え
る
大
き
な
力
に
な
っ
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

西
宮
の
公
民
館
は
、
市
民
主
体
の
運
営
を
心
掛
け
、
市
民
の
パ
ワ
ー

を
引
き
出
す
こ
と
に
力
を
尽
く
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
ど
ん
な
工

夫
を
し
て
い
る
の
か
―
今
後
の
課
題
は
何
か
、
な
ど
に
つ
い
て
、
松
村

政
信
・
中
央
公
民
館
長
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
ま
し
た
。

子ども中心に積極参加期待

各公民館での単発的な推進員会講座から発展

し、継続的に自主的な学習を続けている「公民

館グループ」があります。地域の住民同士が学

習に励む場として、生活に欠かせない存在にな

っています。

西
宮
浜
公
民
館
に
は
、
二

カ
月
に
一
度
、
三
十
―
八
十

歳
代
と
い
う
幅
広
い
年
齢
層

が
料
理
作
り
に
取
り
組
む
公

民
館
グ
ル
ー
プ
「
メ
イ
・
ク

ッ
キ
ン
グ
」
が
あ
り
ま
す
。

栄
養
士
の
指
導
で
、
カ
ボ
チ

ャ
あ
ん
の
お
は
ぎ
や
サ
ン
マ

の
ご
ま
焼
、
秋
ナ
ス
の
白
み

そ
煮
な
ど
季
節
の
食
材
を
使

い
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ

た
創
作
料
理
を
作
り
ま
す
。

野
菜
の
切
り
方
や
し
ょ
う

ゆ
の
分
量
を
互
い
に
確
認
し

な
が
ら
、
和
気
あ
い
あ
い
と

作
業
し
ま
す
。
三
十
歳
代
の

主
婦
た
ち
は
「
勉
強
に
な
る

し
、
習
っ
た
料
理
を
し
ょ
っ

ち
ゅ
う
家
で
も
作
り
ま
す
」

「
幼
い
子
ど
も
が
い
ま
す

が
、
皆
さ
ん
が
か
わ
る
が
わ

る
面
倒
を
見
て
く
れ
る
の

で
安
心
」
と
笑
顔
を
見
せ
ま

す
。メ

イ
・
ク
ッ
キ
ン
グ
は
、

平
成
十
一
年
に
開
か
れ
た
同

公
民
館
の
料
理
講
座
か
ら
発

展
し
、
十
二
年
五
月
に
主
婦

ら
約
二
十
人
で
発
足
し
ま
し

た
。
岡
田
邦
子
代
表
（
五

六

）

は
「
こ
の
地
域
の
人
た
ち

は
、
震
災
後
に
他
の
土
地
か

ら
や
っ
て
き
て
生
活
に
不
安

を
感
じ
て
い
る
人
も
多
い
。

あ
ら
ゆ
る
世
代
が
か
か
わ
る

料
理
を
通
じ
て
交
流
を
深
め

る
こ
と
は
と
て
も
意
義
深

い
」
と
話
し
ま
す
。

課
題
は
、
公
民
館
を
利
用

す
る
人
や
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン

バ
ー
を
さ
ら
に
増
や
す
こ
と

で
す
。
岡
田
代
表
は
「
公
民

館
ほ
ど
安
く
、
い
ろ
ん
な
こ

と
が
学
べ
る
と
こ
ろ
は
ほ
か

に
な
い
の
で
は
。
せ
っ
か
く

払
っ
て
い
る
税
金
を
無
駄
に

せ
ず
、
ど
ん
ど
ん
利
用
し
ま

し
ょ
う
」
と
呼
び
掛
け
て
い

ま
す
。 音

楽
療
法
を
テ
ー
マ
に
、

神
原
公
民
館
を
拠
点
に
活
動

す
る
「
ビ
ギ
ン
・
ザ
・
美
銀
」。

発
足
の
き
っ
か
け
は
平
成
十

年
と
翌
十
一
年
に
開
か
れ
た

音
楽
療
法
の
講
座
で
す
。「
参

加
者
の
表
情
が
本
当
に
生
き

生
き
と
し
て
い
た
。
こ
れ
か

ら
も
続
け
ま
せ
ん
か
」
と
同

公
民
館
の
推
進
員
を
務
め

て
い
た
栫
井
（
か
こ
い
）
タ

ミ
子
さ
ん
（
六

八

）
�
西
宮
市

甲
陽
園
日
之
出
町
�
が
呼

び
掛
け
て
、
十
一
年
六
月
に

二
十
一
人
で
結
成
し
ま
し

た
。毎

月
第
二
土
曜
日
の
午
前

中
、
六
十
歳
か
ら
八
十
五
歳

ま
で
の
メ
ン
バ
ー
が
集
ま

り
、
歌
謡
曲
や
童
謡
な
ど
の

合
唱
を
楽
し
み
、
カ
ス
タ
ネ

ッ
ト
や
タ
ン
バ
リ
ン
を
一
生

懸
命
に
た
た
き
ま
す
。

一
回
限
り
の
講
座
と
違

い
、
定
期
的
な
グ
ル
ー
プ
活

動
で
は
住
民
の
要
望
に
対
応

す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。「
お

年
寄
り
に
と
っ
て
歌
が
難
し

す
ぎ
た
ら
、
講
師
に
注
文
を

つ
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
」

と
栫
井
さ
ん
。

会
計
を
務
め
る
池
田
悦
子

さ
ん
（
六

三

）
�
同
市
西
宮
浜

四
�
は
「
音
楽
を
通
し
て
、

人
生
の
先
輩
で
あ
る
お
年

寄
り
の
方
々
に
教
え
て
も

ら
う
こ
と
も
多
い
。
若
い
世

代
の
人
に
も
、
ま
ず
は
見
に

来
て
ほ
し
い
」
と
話
し
ま

す
。音

楽
活
動
だ
け
で
な
く
、

グ
ル
ー
プ
で
花
見
や
ク
リ
ス

マ
ス
会
を
開
い
て
親
ぼ
く
も

深
め
て
い
ま
す
。
栫
井
さ
ん

は
「
回
を
重
ね
る
ご
と
に
み

ん
な
元
気
に
な
っ
て
い
く
の

が
分
か
り
ま
す
。
こ
の
生
き

が
い
づ
く
り
こ
そ
が
、
地
域

へ
の
貢
献
と
信
じ
て
い
ま

す
」
と
強
調
し
ま
す
。

西宮市の公民館の歩み
昭和２２年 鳴尾小学校内に鳴尾公民館

を開館
昭和２４年 公民館運営審議会が発足。

成人教育講座が始まる
昭和２６年 社会教育委員会議設置
昭和３８年 公民館活動協力員制度が発

足
昭和４３年 第１７回全国公民館大会を西

宮市で開催
昭和５２年 公民館活動推進員会制度が

発足。東西２ブロックの公
民館体制に

平成４年 上ケ原公民館開館。全中学
校区単位に公民館が設置さ
れた

平成７年 阪神・淡路大震災発生。公
民館も被害を受け、同時に
避難所となる

平成１０年 全国生涯学習フェスティバ
ルを兵庫県で開催。西宮市
も参画

平成１２年 中央公民館をプレラにしの
みや内に移転。中央公民館
が２２地区公民館を統括

松村政信・中央公民館長に聞く

ビ
ギ
ン
・
ザ
・
美
銀

表表情情いいききいいきき
音音楽楽療療法法講講座座

西宮の公民館活動について話す松村政信・中央
公民館長

季
節
の
創
作
料
理
に
取
り
組
む
「
メ
イ
・
ク
ッ
キ

ン
グ
」
メ
ン
バ
ー
�
西
宮
浜
公
民
館

公公民民館館かからら
広広ががるる文文化化

講講座座でで学学びび 地地域域活活動動豊豊かかにに

メ
イ
・
ク
ッ
キ
ン
グ

▲

音
楽
療
法
に
取
り

組
む
「
ビ
ギ
ン
・

ザ
・
美
銀
」
の
メ

ン
バ
ー

和和気気ああいいああいい
創創作作料料理理作作りり

平成１３年（２００１年）１０月２５日 （２）


