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第
29
回
福
井
県
公
民
館
前
期
セ
ミ
ナ
ー
報
告 

  

若
狭
公
民
館
の
事
例
と
成
功
の
秘
訣 

      

平
成
30
年
7
月
5
～
6
日 

敦
賀
市
粟
野
公
民
館 

参
加
者
109
名 

第 29 回の前期セミナーでは、今年 3 月に第 70 回文部科学省優良公民館表彰で最優秀館に選ばれた沖縄

県那覇市の若狭公民館館長の宮城潤氏を講師としてお招きし、１日目は講演形式での若狭公民館の取り組

み事例等の紹介、２日目はワークショップ形式で若狭公民館式の事業への取り組み方「企画づくりのじゃば

ら手帳」を活用した新規事業の立案を行う予定でした。 
しかし、西日本を中心に大きな被害をもたらした西日本豪雨の余波が福井県下にも影響を及ぼし、１日目

の夕方からその対応のため複数の参加者が職場に戻り、２日目のワークショップは中止することとなりま

した。ただ、会場に残ることが可能であった一部の有志らを対象に、宮城館長が２日目のワークショップを

午前中のみ実施してくださいました。少ない人数で、短い時間ながらも、４つのグループが企画づくりに取

り組み、最後は発表、投票まで行うことができました。 

 

  

 



                           

                           

                           

                           

こうれんふくい(84)｜2 

◆
１
日
目
の
講
義 

「
若
狭
公
民
館
の
事
例
と
成
功
の
秘
訣
」 

に
つ
い
て 

 
①
地
域
の
概
要 

 

那
覇
市
は
人
口
約
３２
万
人
、
小
学
校
３６

校
、
中
学
校
１７
校
、
公
民
館
は
７
館
。
そ
の

う
ち
若
狭
地
区
は
人
口
約
３
万
人
、
小
学
校

６
校
、
中
学
校
は
２
校
で
す
が
、
各
地
区
全

部
に
公
民
館
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

隣
接
地
区
を
含
め
る
と
若
狭
公
民
館
が
対

象
と
す
る
人
口
は
約
４
万
人
で
す
。
地
域
の

特
色
と
し
て
、
沖
縄
の
海
の
玄
関
口
で
、
戦

後
の
埋
め
立
て
開
発
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ

た
土
地
で
あ
り
、
新
と
旧
が
混
在
し
て
い
る

そ
う
で
す
。
戦
争
で
全
て
焼
け
て
し
ま
っ
た

た
め
既
存
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
が
無
く
、
自

治
会
加
入
率
が
15.1
％
と
か
な
り
低
い
と
聞

い
て
、
沖
縄
は
地
域
の
つ
な
が
り
が
強
い
と

い
う
個
人
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
様
子
が
違

う
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
貧
し
い
家
庭
が
多
く
生
活
保
護
率

6.2
％
（
那
覇
市
3.2
％
。
全
国
平
均
1.5
％
）
と

高
め
で
、
そ
れ
に
加
え
て
地
区
内
に
歓
楽
街

が
あ
り
夜
間
保
育
施
設
数
が
全
国
ト
ッ
プ

ク
ラ
ス
、
さ
ら
に
外
国
人
留
学
生
が
多
い
と

い
う
こ
と
で
、
地
域
に
つ
な
が
り
の
な
い
一

人
親
世
帯
や
、
単
身
者
が
多
い
こ
と
が
自
治

会
加
入
率
が
低
い
一
要
因
と
考
え
ら
れ
る

そ
う
で
す
。 

 

若
狭
公
民
館
が
力
を
入
れ
て
い
る
取
り
組

み
と
し
て
は
、
情
報
発
信
に
重
点
を
置
き
「
自

分
か
ら
情
報
を
求
め
て
い
な
い
人
」
の
目
に

も
止
ま
る
よ
う
、
新
聞
販
売
店
の
協
力
を
得

て
新
聞
に
折
り
込
ん
で
も
ら
っ
た
り
、
小
中

学
校
の
全
児
童
に
配
布
し
た
り
と
、
様
々
な

手
段
を
用
い
て
工
夫
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
し
た
。
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
、
フ
ェ
イ

ス
ブ
ッ
ク
を
見
る
と
か
な
り
の
情
報
量
が
あ

り
、
細
か
に
発
信
さ
れ
て
い
る
様
子
が
見
て

と
れ
ま
す
。
参
考
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

②
若
い
人
に
公
民
館
に
来
て
も
ら
う
た
め
に 

 
若
い
人
は
公
民
館
自
体
を
知
ら
な
い
こ
と

が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
お
も
し
ろ
い
イ
ベ

ン
ト
を
開
催
し
て
い
る
人
を
講
師
に
迎
え
イ

ベ
ン
ト
企
画
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
、

固
い
公
民
館
の
イ
メ
ー
ジ
を
柔
ら
か
く
す
る

こ
と
に
取
り
組
ん
だ
そ
う
で
す
。 

 

そ
の
様
な
動
き
の
中
で
生
ま
れ
た
企
画
に

『
お
か
ず
一
品
持
ち
寄
り
朝
食
会
』
と
い
う

も
の
が
あ
り
、
「
お
金
を
か
け
ず
、
簡
単
に
、

無
理
せ
ず
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
１０
年
以
上
続
い

て
い
る
そ
う
で
す
。
い
わ
ゆ
る
、
ゆ
る
い
企

画
で
あ
る
こ
と
が
長
く
続
い
て
い
る
秘
訣
で

あ
り
、
１０
年
以
上
続
け
て
い
る
と
、
独
身
だ

っ
た
人
が
友
を
連
れ
、
妻
を
連
れ
、
子
を
連

れ
・
・
・
と
つ
な
が
り
が
広
が
っ
て
、
今
は

子
育
て
情
報
の
交
換
の
場
へ
と
発
展
を
遂
げ

て
い
る
そ
う
で
す
。 

③
公
民
館
を
ワ
ク
ワ
ク
す
る
楽
し
い
場
所
に 

 

「
子
ど
も
の
頃
、
夏
に
な
る
と
現
れ
た
怪
し

い
お
じ
さ
ん
の
公
園
映
画
上
映
会
が
と
て
も

楽
し
み
で
ワ
ク
ワ
ク
し
た
。
自
分
も
や
り
た

い
」
と
相
談
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
公
民
館

が
つ
な
ぎ
手
と
な
り
、
映
画
配
給
会
社
な
ど

と
の
連
携
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
募
集
を
経

て
、
野
外
上
映
会
で
あ
る
『
う
み
そ
ら
上
映

会
』
が
定
期
的
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。 

 

ま
た
、
子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
や
体
験

活
動
の
機
会
づ
く
り
と
し
て
『
わ
か
さ
妖
怪

さ
ん
ぽ
』
を
開
催
。
妖
怪
を
切
り
口
に
地
域
の

古
い
場
所
や
伝
承
地
を
巡
っ
た
り
、
そ
の
地

に
ま
つ
わ
る
妖
怪
を
自
分
で
描
い
た
り
紹
介

し
た
り
す
る
事
業
で
、
子
供
を
中
心
に
公
民

館
に
足
を
運
ん
で
楽
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
に

取
り
組
ん
で
い
る
そ
う
で
す
。 

 

④
と
り
ま
く
環
境
の
変
化 

 

こ
う
し
た
活
動
を
続
け
て
い
る
う
ち
に
外

部
か
ら
企
画
の
持
ち
こ
み
が
来
る
よ
う
に
な

っ
た
そ
う
で
す
。 

【
無
料
英
会
話
教
室ELIPO

】
自
ら
が
不
良

児
だ
っ
た
運
営
者
が
英
語
を
通
し
て
学
ぶ
意

欲
を
作
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
経
験
か
ら
、

沖
縄
の
子
ど
も
達
に
学
ぶ
意
欲
を
持
っ
て
も

ら
う
き
っ
か
け
づ
く
り
の
場
と
し
て
開
講
。 

【
土
曜
朝
塾
】
２
時
間
の
学
習
支
援+

学
生
企

画
の
授
業
を
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
専
門
家
の 

協
力
を
受
け
、
大
学
生
ら
が
主
体
と
な
っ
て

運
営
を
行
う
。 

 

⑤
新
た
な
地
へ
の
進
出 

パ
ー
ラ
ー
公
民
館 

 

公
民
館
が
あ
る
若
狭
地
区
以
外
に
隣
接
す

る
曙
地
区
も
若
狭
公
民
館
の
対
象
区
域
が
あ

っ
た
が
、
ど
う
し
て
も
公
民
館
か
ら
遠
く
利

用
者
が
少
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
中
、

曙
地
区
で
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る
方
か
ら 

 

 

 



                           

                           

                           

                           

3｜こうれんふくい(84) 

「
曙
地
区
に
も
公
民
館
が
欲
し
い
」
と
相
談

が
あ
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
公
民
館
を
新
た

に
設
け
る
資
金
な
ど
は
な
い
が
、
戦
後
の
青

空
公
民
館
を
ヒ
ン
ト
に
、
パ
ラ
ソ
ル
と
黒
板

で
出
来
た
机
を
公
園
に
設
置
し
て
パ
ー
ラ
ー

公
民
館
を
作
ろ
う
と
い
う
試
み
が
始
ま
り
ま

し
た
。
初
め
は
集
ま
る
人
数
は
少
な
か
っ
た

も
の
の
、
少
し
ず
つ
人
が
増
え
て
き
て
、
日
中

は
お
年
寄
り
や
未
就
学
児
を
連
れ
た
お
母
さ

ん
が
顔
を
出
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
、
夕

方
に
は
小
学
生
達
が
遊
び
場
に
す
る
よ
う
に

な
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

人
が
集
ま
っ
た
ら
何
か
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
で
『
も
の
づ
く
り
講
座
』
を
開
講
し
て
み

た
り
、
技
術
を
持
つ
人
に
お
手
伝
い
い
た
だ

き
、
カ
メ
ラ
、
脚
本
、
演
出
、
出
演
の
全
て
を

自
分
達
で
行
い
映
画
を
作
る
『
ご
近
所
映
画

ク
ラ
ブ
』
と
い
う
活
動
を
し
た
り
、
ま
た
図
書

館
が
無
い
地
域
だ
っ
た
の
で
移
動
図
書
館
の

立
ち
寄
り
場
所
に
な
っ
た
り
と
、
徐
々
に
そ

の
活
動
の
輪
を
広
げ
つ
つ
あ
る
そ
う
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
多
様
な
地
域
住
民
の
状
況

を
把
握
し
、
地
域
課
題
の
仮
説
を
立
て
、
ユ
ニ

ー
ク
か
つ
創
造
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
取
り
組

む
よ
う
に
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。 

 

「
公
民
館
は
『
つ
ど
う
・
ま
な
ぶ
・
む
す
ぶ
』

が
出
来
る
場
で
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
良
く
、
建

物
は
必
要
で
な
い
。
重
要
な
の
は
、
そ
こ
で
何

が
生
ま
れ
る
か
、
何
が
出
来
る
か
、
誰
と
つ
な 

が
る
か
と
い
う
こ
と
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま

し
た
。 

 

⑥
人
が
集
ま
り
た
く
な
る
場
所
の 

つ
く
り
方
と
育
て
方 

『
わ
か
さ
式
企
画
づ
く
り
の
じ
ゃ
ば
ら
手
帳
』 

 

と
て
も
難
し
い
情
勢
か
ら
徐
々
に
拡
大
し
て

い
る
若
狭
公
民
館
の
活
動
の
大
き
な
要
因
は
、
そ

の
企
画
力
に
あ
る
と
感
じ
ま
し
た
。
企
画
の
根
本

と
し
て
は
、
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
と
い
う
考
え
方
で

企
画
づ
く
り
を
行
っ
て
い
る
そ
う
で
す
が
、
口
で

説
明
す
る
の
は
難
し
い
の
で
、
こ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

自
分
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
企
画
づ
く
り
を

す
る
人
の
一
助
と
な
る
よ
う
に
と
『
わ
か
さ
式
企

画
づ
く
り
の
じ
ゃ
ば
ら
手
帳
』
が
作
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
中
で
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
「
課

題
と
思
っ
て
い
る
事
は
本
当
に
課
題
な
の
か
を

再
考
す
る
」
、「
誰
が
※

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
な
の

か
熟
慮
す
る
」
、
「
※

ア
ウ
ト
カ
ム
や
※

イ
ン
パ
ク

ト
評
価
も
想
定
す
る
」
と
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ
り

ま
し
た
。 

「
う
ち
の
公
民
館
は
何
も
無
い
と
言
う
方
が
い

ら
っ
し
ゃ
る
が
、
公
民
館
に
資
源
は
十
分
あ
る
と

思
う
。
見
つ
け
出
し
、
ど
う
活
用
す
る
か
が
大
切
」

と
も
語
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

※
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
：
関
係
者
（
特
に
利
害
関

係
者
を
指
す
） 

ア
ウ
ト
カ
ム
：
実
社
会
に
与
え
た
成
果
や
影
響 

イ
ン
パ
ク
ト
評
価
：
社
会
に
与
え
た
波
及
効
果 

 

☺ 宮城さんの話を聞いて、公民館は講座を開講するだけでなく、何かのきっかけ 

で人を集めて何かを開くことができる、いろんな可能性を秘めていると感じました。 

☺ 公民館でいろんな事をしないといけないと思いがちですが「何もしないで…」と 

いう発想から、住民の皆さんのやりたい事が引き出せる事があるんだと、はっ！と気づきました。 

☺ 企画を立てるにおいて、データ収集をしっかりすること、そして先に未来像をイメージすることなど、自分の企画づくりに

足りなかったものがよくわかりました。評価をその都度行うこともなかなか難しいですが、必要であると感じました。 

☺ 企画づくりにあたり、企画への想いをもって、課題設定をよく考えていくことの大切さを学びました。実践にそって考えて

いくことができたので今後に活かしていきたい。 

☺ とてもしっかりした信念と考え方、情熱にもとづいたすばらしい取り組みのお話、とても心に残りました。やはり若い人の力

はすごいですね。また、心新たにがんばりたいと思います。 

☺ 4 月から主事になり、最初は理想を持って入ってきたものの、目の前の現実とのギャップに絶望していました。でも、小

さなことに悩まされるのではなく、「出来る可能性」へ向けて動いていこうと思える様になりました。 

☺ 公民館職員として求められていること、市民が求めるものを踏まえて自分がやりたいことをするのがモットーですが、そ

れに加え、行政との整合性、そして行政や上への説得性が必要不可欠であるとおっしゃったことに強く印象を受けました。 

ふりかえりシートより 
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特 集： コミセン化して、どうかわった！？ 

取材日  平成３０年８月８日（水） 

会 場  坂井市春江中コミュニティセンター 

ゲスト  坂井市三国コミュニティセンター センター長  山本 達雄 氏 

     坂井市春江中コミュニティセンター センター長 坪川 淳一 氏 

 

坂井市では、平成２７年４月１日から２６公民館の名称がすべて「コミュニティセンター」

に変更となりました。コミセン化から丸３年経ちましたが、公民館時代と比べ、どのような

変化があったのか、県公連坂井市理事のお二人に現状を取材させていただきました。 

１ 

な
ぜ
、 

コ
ミ
セ
ン
化
し
た
の
？ 

 

坂
井
市
で
は
、
合
併
以
降
、
市
民
と
市

が
協
働
し
て
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
て
い

く
「
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
重
点
施
策

と
し
て
推
進
し
て
い
ま
す
。
行
政
に
頼
っ

て
い
る
だ
け
の
ま
ち
づ
く
り
に
は
限
界

が
あ
り
ま
す
。
自
分
た
ち
の
地
域
に
関
わ

る
こ
と
は
地
域
を
一
番
よ
く
知
る
自
分

た
ち
で
判
断
し
、
「
自
分
た
ち
の
ま
ち
は

自
分
た
ち
の
手
で
つ
く
る
」
と
い
う
考
え

の
も
と
、
地
域
の
人
た
ち
の
知
識
や
能

力
、
経
験
を
ま
ち
づ
く
り
に
活
か
す
た
め

“
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
”
が
設
立
さ
れ
、

市
の
ま
ち
づ
く
り
の
最
高
規
範
と
な
る

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例
が
制
定
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
後
期
基
本
計
画
等
に
お
い
て

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
化
へ
の
方
向

性
が
明
示
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
背
景
と

し
て
、
コ
ミ
セ
ン
化
へ
の
検
討
が
行
わ
れ

ま
し
た
。 

社
会
教
育
・
生
涯
学
習
の
推
進
と
共
に

協
働
の
ま
ち
づ
く
り
を
更
に
推
進
す
る

た
め
、
ま
た
地
域
づ
く
り
等
の
幅
広
い
柔

軟
な
活
動
へ
の
支
援
を
可
能
と
す
る
た

め
、
公
民
館
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

化
さ
れ
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
醸
成
や 

地
域
づ
く
り
活
動
の
促
進
を
図
っ
て
行
く

こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。 

 

２ 

こ
ん
な
と
こ
ろ
が 

よ
く
な
っ
た
！ 

 

春
江
中
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
と
し
て
整
備
さ

れ
た
初
め
て
の
施
設
で
あ
り
、
坂
井
市
が

公
民
館
を
コ
ミ
セ
ン
化
し
た
ね
ら
い
が
具

現
化
さ
れ
た
セ
ン
タ
ー
と
も
言
え
そ
う
で

す
。
ガ
ラ
ス
張
り
の
明
る
く
オ
ー
プ
ン
な

建
物
は
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
な
ど
地
域
の

皆
さ
ん
が
安
全
安
心
に
利
用
で
き
る
こ
と

は
勿
論
、
カ
フ
ェ
ス
ペ
ー
ス
も
設
置
さ
れ
、

誰
で
も
気
軽
に
楽
し
く
利
用
で
き
る
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
施
設
に
変
わ
り
ま
し
た
。 

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
て
か
ら
は
、
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
や
坂
井
市
役
所
の
支
所

な
ど
の
施
設
と
隣
接
し
て
い
る
こ
と
も
あ

り
、
複
数
の
入
り
口
か
ら
の
行
き
来
が
自

由
に
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ

に
伴
い
、
未
就
学
児
や
子
ど
も
達
、
ま
た
講

座
な
ど
の
受
講
を
目
的
と
し
な
い
人
達
の

来
館
も
増
え
ま
し
た
。
利
用
者
の
中
に
は

「
敷
居
が
低
く
な
っ
て
利
用
し
や
す
く
な

っ
た
」
、「
い
つ
も
利
用
者
が
い
っ
ぱ
い
で
、

使
え
る
部
屋
が
な
く
て
困
る
」
な
ど
と
い 

っ
た
嬉
し
い
悲
鳴
も
聞
こ
え
て
き
ま
す
。 

 

三
国
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
は
、
旧

町
時
代
に
は
三
国
中
央
公
民
館
と
し
て

町
全
体
を
対
象
地
域
と
し
て
い
た
た
め

に
、
地
元
地
域
の
住
民
に
と
っ
て
は
あ
ま

り
馴
染
み
が
な
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た

よ
う
で
す
が
、
コ
ミ
セ
ン
化
し
て
か
ら
積

極
的
に
利
用
を
呼
び
か
け
て
き
た
結
果
、

今
で
は
部
屋
が
足
り
な
い
位
の
状
況
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

現
在
、
来
年
4
月
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

オ
ー
プ
ン
に
向
け
て
準
備
が
進
ん
で
お

り
、
旧
み
く
に
文
化
未
来
館
を
改
修
し
、

そ
ち
ら
に
移
転
す
る
予
定
と
な
っ
て
い

ま
す
。
図
書
館
が
併
設
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
が
大
き
な
魅
力
で
す
。
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と

称
し
た
広
い
展
示
ス
ペ
ー
ス
は
、
講
座
生

の
作
品
展
示
の
み
な
ら
ず
、
ゆ
っ
く
り
く

つ
ろ
ぐ
こ
と
の
出
来
る
カ
フ
ェ
ス
ペ
ー

ス
と
し
て
の
活
用
も
検
討
さ
れ
て
お
り
、

ま
す
ま
す
多
く
の
方
々
に
利
用
し
て
も

ら
え
る
施
設
に
な
り
そ
う
で
す
。 

 

コ
ミ
セ
ン
化
の
利
点
と
し
て
は
、
条
例

や
計
画
等
で
「
地
域
づ
く
り
の
拠
点
」
と

し
て
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
た
事
が
第

一
に
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
位
置
付
け
が
明
確 
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に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
国
や
県
の
地
域
づ

く
り
関
係
事
業
の
予
算
や
情
報
を
ス
ム
ー
ズ

に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
ま
た
、
ま
ち
づ
く
り
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
講
座
や
ま
ち
づ
く
り
カ
レ
ッ
ジ
な
ど
、
地

域
づ
く
り
を
支
援
す
る
事
業
も
充
実
さ
れ
、

講
座
等
に
活
用
し
や
す
く
な
り
ま
し
た
。
社

会
教
育
を
推
進
す
る
上
で
も
、
ま
ち
づ
く
り

協
議
会
と
一
体
と
な
り
、
地
域
特
色
に
合
わ

せ
た
事
業
を
効
果
的
に
提
供
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
り
ま
し
た
。 

 

３ 

こ
れ
か
ら
の
課
題 

 

そ
の
反
面
、
所
管
が
教
育
委
員
会
か
ら
市

長
部
局
に
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
政

の
窓
口
と
し
て
の
位
置
付
け
も
強
く
な
り
、

よ
り
適
正
・
公
平
な
事
務
処
理
が
求
め
ら
れ

多
忙
を
極
め
る
日
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
以
前

か
ら
の
社
会
教
育
・
生
涯
学
習
に
関
わ
る
貸

し
館
業
務
や
講
座
の
企
画
運
営
に
加
え
て
、

ま
ち
づ
く
り
協
議
会
の
活
動
そ
の
も
の
が

大
幅
に
増
え
て
き
ま
し
た
。
春
江
中
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で
は
、
昨
年
の
施
設
利
用

団
体
数
は
７０
で
し
た
が
、
今
年
は
８２
の
団

体
数
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
登
録
団
体
の
他

に
も
様
々
な
方
々
が
利
用
さ
れ
る
た
め
、
年

間
の
延
べ
来
館
者
数
は
７
万
人
を
超
え
、
窓

口
の
対
応
だ
け
で
も
大
変
な
状
況
で
す
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
職
員
一
人
ひ
と
り
の
作

業
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
を
拠
点
に
し
た

地
域
活
性
化
を
重
点
目
標
と
し
て
、
ま
ち
づ

く
り
協
議
会
に
は
坂
井
市
か
ら
多
額
の
予

算
が
助
成
金
と
し
て
下
り
て
き
ま
す
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
地
区
に
様
々
な
事
情
が
あ
る
中

で
、
ど
う
地
域
を
活
性
化
し
て
い
く
か
、
ま

た
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
や
区
長
会
と
関
わ

り
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

し
て
い
く
か
が
今
後
の
課
題
で
す
。 

 

 

 

平成 30 年度表彰受賞者 平成 30 年度広報紙ｺﾝｸｰﾙ受賞館 

A コース 
【最優秀賞】福井市⽊⽥公⺠館        『きだより』 
【優秀賞】越前市坂⼝公⺠館    『夢 navi さかのくち』 

坂井市のうねの郷コミュニティセンター 
       『Noune+（のうねの郷だより）』 

【優良賞】福井市円⼭公⺠館      『広報誌えんざん』 
若狭町⻄⽥公⺠館     『⻄⽥公⺠館だより』 
若狭町熊川公⺠館 『公⺠館だより 鯖街道熊川』 

B コース 
【最優秀賞】越前市服間公⺠館      『広報ふくま』 
【優秀賞】鯖江市北中⼭公⺠館 『公⺠館だより「北中⼭」』 

越前市岡本公⺠館     『ふるさとおかもと』 
【優良賞】勝⼭市荒⼟公⺠館    『あらど公⺠館だより』 
      勝山市北郷公⺠館        『クリエイト』 

鯖江市神明公⺠館『公⺠館だより 安全で安心 
 そして優しい街 「しんめい」』 

     鯖江市⽚上公⺠館     『公⺠館報「⽂殊」』 

（敬称略） 

全国公⺠館連合会永年勤続職員表彰 
福井市本郷公⺠館主事       山下 順子 
福井市旭公⺠館主事        竹内 きみえ 
小浜市国富公⺠館主事       矢野 利枝 
小浜市中名田公⺠館主事      吉田 幸子 
越前市吉野公⺠館主事       久島 幸江 

福井県公⺠館連合会表彰 
小浜市遠敷公⺠館主事       高山 幸子 
鯖江市豊公⺠館主事        菱川 美由紀 
坂井市鳴⿅第二コミュニティセンター職員 
                 竹内 和美 
坂井市東十郷コミュニティセンター職員 
                 ⽯⿊ みゆき 
若狭町三宅公⺠館館⻑       勝⾒ 誓司 

表彰式はそれぞれ、第 40 回全国公民館研究集会東京大会と、

第 68 回福井県公民館大会の席上で執り行われます。 
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わがまちの『イ・チ・オ・シ！！』 
〜⾃然が美しく歴史の眠る 福井市上⽂殊〜 

 

【明智神社】 
福井市東大味町に明智光秀公を祀る小さな祠があります。その

中には高さ１３センチ程、烏帽子姿、墨で黒くぬりつぶされた木

彫りの明智光秀公座像が奉られています。 
 光秀公は、弘治２年(1556 年)美濃から越前に逃れた際、約５年

余りこの地に住んでいました。 
 その後、足利義昭擁立のため織田信長の臣下となり東大味を去

りましたが、信長勢による朝倉攻めや一向一揆から世話になった 
村を救うため、柴田勝家・勝定兄弟に依頼し２通の安堵状を出させました。それによって戦禍を逃れた住民は光秀公

を「あけっつぁま」と呼んで敬慕し、屋敷跡に住む付近３軒の農家は光秀公の木像を守り続けました。しかし、光秀

は逆臣とされていたため公にできず、明治１９年(1886 年)、ようやく祠を建て祀ることが出来ました。三女の玉（細

川ガラシャ）は、この地が生誕の地とも云われています。 
 2020 年 NHK 大河ドラマには『麒麟がくる』が決定しています。これは、明智光秀を主人公にしたものですが、本

能寺の変を引き起こした、いわば謀反人に麒麟（王が仁ある政治を行うとき頭上に現れるという聖獣）がやってくる

のか？上映が楽しみなところです。 
＜ ～安堵状が保管される～ 無量院普光山西蓮寺 ＞ 

 先の安堵状が西蓮寺に保管されています。東大味町西方に位置する

天台宗のお寺です。 
時の朝廷後土御門から「上人」の号を賜った『真盛上人』は越前と

の縁深く、東大味にも足を留め熱心に説法を説かれ、人々は大変な感

銘を受けたということです。帰山となられる時、嘆き悲しむ村人の姿

を目の当たりにして、自らの姿を一木に刻み込み形見にして残してい

かれました。この像は、福井市文化財として指定を受け、ここに安置

されています。 
又、当寺には、勝家公の木像も安置されています。これは、８代目

子孫大阪の柴田徳翁氏によって寄進されましたが、歴史的由緒あるも

のとして現存するものは全国でも唯一です。 

 一乗谷で朝倉氏が栄華を誇っていた時代、都から一乗谷に向かう街道

が整備されていました。古書に、「此頃の大手なる由」と書かれていて、

東大味の初坂から入る道は大手道として、一乗城下町へ行く正面の道と

なっていました。上り坂途中に石畳が一部残っています。古人が往来した

際は、馬の蹄（ひずめ）の音が静かに響いていたことでしょう。 
平成 22 年（2010 年）には案内看板が設置されました。この看板を起

点に朝倉街道を散策して、戦国時代に思いを馳せてみてはいかがでしょ

うか。 

＜ ～朝倉街道（大手道）を歩く～ ＞ 

 

ここに「あけっつぁま」が…!? 

上文殊地区歴史研究会の笠松さん、東大味明智神社奉賛会の

白崎さん、村田さんにお話をお聞きしました。 

 

福井市上⽂殊公⺠館 

 


