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1｜こうれんふくい(80) 

青葉山のふもとの豊かな自然文化の環境（高浜町 青郷地区） 

< オオキンレイカ >          < 青郷公民館からの青葉山 > 

若狭富士ともいう青葉山には県指定の天然記念物のオオキンレイカがあります。地元住民、児童達と

大学等との協力で絶滅の危機を回復させる為、種からの栽培で保護が進められていますし、二万年前の

遺伝子を持った天然杉が発見され人々の注目を集めています。また青葉山の山頂から麓まで、古い史跡

や寺社仏閣があり、多様な民俗文化も青郷地区の魅力です。 

青郷地区には明治時代に作られた舞鶴要塞の 

一部である、吉坂堡塁(通称:六路谷砲台跡）が 

あります。近代の戦争遺跡ですが、最近国の 

調査も始まり、公民館でも、毎年現地に出か 

けています。 

本年 5 月に青葉山ハーバルビレッジが   

開園しました。青葉山登山のビジター 

センターのほかにカフェやハーブガー 

デン、キャンプサイト等を備えていま 

す。青葉山の植物等が身近に見られる、 

魅力の多い場所です。 

 



                           

                           

                           

                           

        福井市和田公民館 
               住所 〒910-0854 福井市御幸４丁目 9-20 ℡（0776）22-0038 

Q どんな地域ですか？ 

 和田地区は JR 福井駅の東南に位置し、地区のほぼ中央に国道 8 号線･158 
号線が縦・横に走っています。現在は住宅地、商業地として都市化が進み、 
地区の世帯数 4,300、人口も 1 万 1,000 人を超えるマンモス地区になってい 
ます。 
 また福井市の防災センターや福井東消防署、済生会病院、嶋田病院、和田 
交番などの施設、そして和田地区の守神として和田八幡宮総社もあり、大変 
活気ある治安防災の拠点としても期待されています。地区民も「和田発展不 
已」を合言葉に活気あるまちづくりに取り組んでいます。 

Q 新しくなった公民館の特徴をおしえてください。 

 新公民館は福井警察署があった跡地に建設され、地区の中心部よりやや西 
の方になりましたが、交通の便も良くなり、外観は片屋根型で大変大きな建 
物となりました。玄関口横に設けた談話室は、地区の人達の語らいの場とし 
て大変好評を得ています。 

Q 今イチオシの活動があればおしえてください。 

 地区の教育事業として和田大学、元気っ子クラブ等の事業がありますが、 
中でもイチオシなのは「はつらつ伝承塾」の教育事業でもある、「くちパク和 
いわい劇団」でしょう。今年で５回目の公演になりますが、毎年９月に行わ 
れる「敬老会・ふれあいまつり」で発表しています。地域における歴史や民 
話、方言といったものを題材に選び、地区の人々に紹介しています。 
 この劇団は一般的な劇のやり方ではなく、セリフをあらかじめそれぞれの 
キャストがテープに録音し、そのテープを流しながら、ややオーバーな身振 
り・手振りで演じています。また脚本作りからキャスト、スタッフまで全て 
が地区民手作りというのが特徴で、大人子ども合わせて総勢 22 名の劇団です。 

Q 事業を進めるうえでどういったことを心がけていますか。 

 生涯学習を推進する施設として、地区の皆様が気軽に集える場所として、 
十分にその機能を発揮できるよう、また多いに活用していただけるよう心が 
けています。 
 

広報紙委員の感想 

人口が増加している地区とお聞きして、活気があり、明るい公民館だという印象を受けました。館長さんの地域を思う熱心さ

に感激し、「本当に和田地区がお好きなんだな。」と実感しました。地域づくりには、地域を思い続ける熱意が必要で、これが他

の人にもつながって拡がっていくのだと、今更ながら納得でした。私たち広報委員がお邪魔している間にも、次々と地域の方々

が事務所に入って来られ、公民館と地域のつながりの深さを感じる取材となりました。 (訪問者：南部・直江・佐川・福井) 

和田八幡宮 
 959(天徳３)年に清和源氏の祖、源満仲が創建。守護職をしていた越前で 

洪水や疫病が起こり、困り果てた満仲が霊夢の中で摂津(現大阪 住吉大社) 

から東北に矢を放ち、落ちた場所にお宮を建立したとされています。 

江戸中期に作られたと見られるしゃく谷石製の太鼓橋（厄除橋）は県内 

随一の大きさで、福井市都市景観重要建造物に指定されています。 

公民館活動紹介「新しくなった公民館」 

職員の皆さん（左から北島館長、高瀬主事、

上野主事、川瀬主事、南部管理人） 

 昨年度の公演の様子 

スタッフの方々も協力的です。 

看板俳優陣＆くちパク博士です！ 

お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト 

こうれんふくい(80)｜2 

 

 

 

 

 

 



                                

                                  

                                  

                            

        鯖江市鯖江公民館 
               住所 〒916-0027 鯖江市桜町１丁目 1-16 ℡（0778）51-3010  

Q どんな地域ですか？ 

 鯖江市の南に位置し、真宗誠照寺派本山誠照寺の寺町であり、江戸時代 
には、間部５万石の城下町として栄えた町です。現在は、世帯数約 4,800、 
人口約 13,000 の歴史と文化の香りがする地域です。 

Q 新しくなった公民館の特徴をおしえてください。 

 今年６月２６日に５０年前に市民会館として建設された公民館を改築し、 
落成式を迎えた新しい公民館です。 
 新しい公民館の目玉は、３階大ホールです。可動式の座席が１５３席と 
７０余りの椅子が入ります。地域の文化活動の拠点として活用されること 
を期待しています。 
 またそれ以外にも、間部家の屋敷跡であったことから、外壁や内装にも 
工夫を凝らした建物になっています。 

Q 今イチオシの活動があればおしえてください。 

 ① 公民館学校の実施 
 鯖江市では、各公民館を拠点として、地域の人たちと小学生の交流を深 
めることを目的に通学合宿を実施しています。しかし鯖江地区では、惜陰・ 
進徳の二つの小学校があり、４年生全員の参加は無理で、一部の子供たち 
の参加であるため、参加率も悪くなっていました。 
そこで、夏休みに小学生を集め、学習や体験をした後は食事をして帰る、 

公民館学校を開校することにしました。今年は最初であり心配もありまし 
たが、参加者から「よかった」の声を聞いて無事終えることができました。 
  ② 育自楽習塾の開催 
 高齢者学級のネーミングを変えて実施しています。約６０名が、講演を 
聴き、物を作り、体を動かし、野外見学に出かけたりと４月から１１月ま 
でに公民館を中心に活動する学級です。 

  
広報紙委員の感想 

 館長さんに気さくに応じていただき、楽しく取材することができました。館内を案内し 

ていただくと、全体的に窓が大きいため、明るく開放的に感じられました。大ホールの移 

動観覧席は電動式で、収納、展開を操作することができます。実際に見せていただいたの 

ですが、思わず「うらやましい」と言ってしまいました。また、旧館の巨大壁画を写した 

タペストリーと、アニメーション作家久里洋二さんの絵が飾られており、とても印象的で 

した。                    (訪問者：南部・直江・佐川・福井) 

西山公園 
江戸時代に鯖江藩主 間部詮勝公が領民とともに開拓し、領民も 

楽しめる憩いの庭にされたといわれており、さくら・つつじ・もみ 

じや動物園など市民の憩いの場所になっています。近くには、古墳 

群・祈りの道・すり鉢やいとで知られる中道院などがあります。 

（写真は SABAE スノーフェスタ 2016 の様子） 

３階大ホールの座席はスイッチ一つ

で操作可能です。 

ロビーを明るく飾る久里洋二さんの絵 

８月の公民館学校には９５名の小学生

が参加しました。 

お
す
す
め
ス
ポ
ッ
ト 

3｜こうれんふくい(80) 

 

 

 

 

 

岸松館長も講師となって、子ども達

と紙飛行機づくり！ 
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講
義
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り
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劇
作
家
平
田
オ
リ
ザ
さ
ん
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
、
衰
退
期
を
迎
え
て
い
る
ま
こ
と
に
小
さ
な

私
た
ち
の
国
、
日
本
。
も
は
や
工
業
国
家
で
は

な
い
。
経
済
の
拡
大
成
長
も
見
込
め
な
い
。
今

や
ア
ジ
ア
唯
一
の
先
進
国
で
も
な
い
。
こ
う
い
っ

た
寂
し
さ
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
は

新
し
い
社
会
を
ど
う
つ
く
っ
て
い
く
か
を
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
― 

 
 ▽

少
子
高
齢
・
人
口
減
少
社
会
の
何
が
問
題
か 

高
齢
者
、
要
介
護
者
が
増
え
る
こ
と
、
労
働

力
が
減
少
す
る
こ
と
、
社
会
保
障
制
度
に
お
金

が
か
か
る
こ
と
な
ど
が
議
論
さ
れ
が
ち
で
あ
る

が
、
過
去
の
量
的
な
モ
デ
ル
に
し
が
み
つ
い
て
い

る
こ
と
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
高
齢
化
が

問
題
視
さ
れ
る
あ
ま
り
、
今
の
若
い
人
達
は
自

分
達
の
将
来
を
悲
観
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の

現
実
の
方
が
問
題
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
よ
り

も
行
政
に
頼
る
だ
け
の
社
会
の
あ
り
方
や
考
え

方
を
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。 

そ
こ
で
大
き
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
く
る
の
が

「
ソ
ー
シ
ャ
ル(

社
会
的)

で
あ
る
こ
と
」
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
国
全
体
で
出
生
数
を
３０
万
人
増
や

そ
う
と
す
る
と
、
ど
う
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
。

だ
が
例
え
ば
人
口
１
３
０
０
人
で
、
毎
年
子
ど

も
が
１０
人
生
ま
れ
て
い
る
町
で
、
あ
と
３
人
増

や
そ
う
と
考
え
る
な
ら
ば
、
具
体
的
に
手
立
て

を
考
え
る
こ
と
が
見
込
め
そ
う
で
は
な
い
か
。

国
家
と
い
う
単
位
で
物
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、

も
う
少
し
小
さ
な
単
位
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
地
域

社
会
を
基
本
に
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
の

で
は
な
い
か
。 

 ▽
価
値
観
の
転
換 

工
業
社
会
か
ら
消
費
社
会
へ
と
日
本
が
転
換

を
始
め
る
と
、
皆
が
同
じ
価
値
観
を
持
っ
て
競

争
し
て
い
た
時
代
が
終
わ
り
、
価
値
観
は
多
様

化
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
今
度
は
比
較
優
位
の
競

争
と
な
っ
て
異
な
る
価
値
観
同
士
が
つ
ぶ
し
合

い
、
い
が
み
合
う
、
つ
ま
ら
な
い
社
会
に
な
っ
て

き
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
社
会
的
活
力
の
低
下

に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
。 

そ
う
で
は
な
く
て
、
様
々
な
価
値
を
新
し
く

作
り
出
し
続
け
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
創
意
工

夫
を
楽
し
み
、
生
き
生
き
と
自
分
達
が
こ
の
社

会
に
生
き
て
い
る
と
思
え
る
よ
う
に
し
て
い
く
こ

と
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
も

社
会
基
盤
で
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
住
民
自
身
が

経
営
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
住
民
が
社
会
で
活
躍
し
お
互

い
を
認
め
合
っ
て
い
く
。
そ
の
中
で
自
分
の
価
値

を
見
出
し
て
い
く
こ
と
が
実
現
で
き
れ
ば
、
国

と
い
う
単
位
で
考
え
た
と
き
に
も
価
値
観
豊
か

な
国
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。 

 

▽
公
民
館
の
役
割 

 

人
々
が
自
分
達
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
作
り
上
げ

て
い
っ
て
、
自
ら
経
営
し
て
い
く
と
き
の
基
盤
と

な
り
う
る
の
が
公
民
館
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え

る
職
員
の
方
々
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

今
年
は
公
民
館
構
想
が
出
さ
れ
て
か
ら
７０

周
年
と
い
う
年
で
あ
る
が
、
昭
和
２１
年
に
出
さ

れ
た
構
想
を
見
る
と
、
公
民
館
と
は
住
民
が
新

し
い
村
や
社
会
を
作
り
そ
れ
を
経
営
し
て
い
く

と
き
の
核
に
な
る
存
在
だ
と
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。
工
業
社
会
だ
っ
た
時
代
の
ニ
ー
ズ
で

ま
ち
づ
く
り
や
経
済
を
扱
う
こ
と
よ
り
も
文
化

教
養
を
広
め
て
い
く
こ
と
が
多
く
な
っ
た
公
民

館
だ
が
、
本
来
は
そ
れ
に
加
え
生
活
の
基
盤
で

あ
る
経
済
も
取
り
扱
う
、
ま
た
は
産
業
お
こ
し
、

村
お
こ
し
ま
で
扱
う
べ
き
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。

第
27
回
福
井
県
公
民
館
前
期
セ
ミ
ナ
ー
報
告 

  

地
方
創
生
に
お
け
る
公
民
館
の
役
割 

      

平
成
２８
年
７
月
７
～
８
日 

あ
わ
ら
市
グ
ラ
ン
デ
ィ
ア
芳
泉 

参
加
者
100
名 

 

今
年
度
の
前
期
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
東
京
大
学

大
学
院
教
育
学
研
究
科
教
授
の
牧
野
篤
先
生
に

２
日
間
に
わ
た
っ
て
ご
講
義
い
た
だ
き
、
人
口

減
少
・
少
子
高
齢
化
が
問
題
と
さ
れ
る
現
在
の

日
本
に
お
い
て
な
ぜ
地
方
創
生
が
叫
ば
れ
る
の

か
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
こ
れ
か

ら
の
公
民
館
が
役
割
を
果
た
す
べ
き
役
割
と
は

何
か
に
つ
い
て
考
え
た
。
ま
た
鯖
江
市
市
民
協

働
課
Ｊ
Ｋ
課
の
高
橋
藤
憲
氏
、
ふ
く
い
の
担
い

手
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
公
社 

福
井
青
年

会
議
所
）
の
後
藤
正
邦
氏
の
お
二
人
に
も
そ
れ

ぞ
れ
の
実
践
に
つ
い
て
ご
講
演
い
た
だ
い
た
。 

 

 ▲
 
 

牧
野
先
生 

こうれんふくい(80)｜4 



そ
の
こ
と
が
今
、
改
め
て
再
評
価
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。 

 

▽
新
し
い
専
門
職 

ま
た
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
必
要
な
の
は
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
で
は
な
く
て
フ
ォ
ロ
ワ
ー
シ
ッ
プ
と
言

わ
れ
て
い
る
。
地
域
の
住
民
と
と
も
に
生
活
し
、

そ
の
人
達
が
持
っ
て
い
る
言
葉
に
な
ら
な
い
思
い

を
聞
き
取
り
、
そ
れ
を
言
葉
に
し
て
返
し
て
い

き
な
が
ら
、
自
分
達
で
新
し
い
社
会
を
つ
く
っ
て

い
け
る
よ
う
に
議
論
が
出
来
る
よ
う
な
人
々
が 

      

          

 

新
し
く
専
門
職
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。 

こ
れ
か
ら
は
こ
う
し
た
人
達
を
養
成
し
た
り
、

身
分
を
保
証
し
た
り
し
て
い
く
こ
と
で
、
行
政
は

お
金
を
使
っ
て
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ

と
だ
け
で
な
く
、
住
民
が
自
分
達
で
学
び
、
自

分
達
の
生
活
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
こ
と
を
支

援
で
き
る
仕
組
み
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
「
行
政
の
『
学
び
』
化
」
を

い
か
に
実
現
し
て
い
く
か
が
今
、
問
わ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

◆ 

◆ 

◆ 

 

こ
の
１
日
目
の
講
義
を
踏
ま
え
、
２
日
目
の
講

義
『<

社
会>
を
つ
く
る
基
盤
と
し
て
の
市
民 

 
 

―
地
方
創
生
と
公
民
館
２
―
』
で
は
先
生
の
こ
れ

ま
で
の
実
践
の
中
か
ら
い
く
つ
か
の
例
を
お
話
い

た
だ
い
た
。 

 (

１) 

岐
阜
く
る
る
セ
ミ
ナ
ー 

２
０
０
１
年
、
大
学
と
銀
行
が
連
携
し
て
高

齢
者
の
社
会
参
加
を
促
す
た
め
に
始
ま
っ
た
セ

ミ
ナ
ー
事
業
。
「く
る
る
」と
は
活
動
的
な
シ
ニ
ア

世
代
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
「
聞
く
」
「
、
見
る
」
、
「
す

る
」
の
語
尾
を
と
っ
て
付
け
ら
れ
た
名
称
で
、
く

る
っ
と
循
環
す
る
イ
メ
ー
ジ
も
あ
わ
せ
持
つ
。

企
業
を
退
職
し
た
男
性
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果

を
受
け
て
趣
味
や
健
康
な
ど
の
セ
ミ
ナ
ー
を
開

講
。
初
め
は
無
料
で
受
講
で
き
る
基
礎
セ
ミ
ナ

ー
で
新
し
い
生
活
や
楽
し
み
方
を
学
ん
で
も
ら

い
、
発
展
セ
ミ
ナ
ー
か
ら
は
有
料
で
参
加
者
が

自
分
達
で
運
営
し
て
い
く
。
セ
ミ
ナ
ー
を
通
し
て

人
間
関
係
が
出
来
て
い
く
に
つ
れ
、
参
加
者
達

は
楽
し
み
な
が
ら
活
動
を
様
々
に
展
開
さ
せ
て

い
る
。
銀
行
と
し
て
も
社
会
的
な
価
値
の
高
い

活
動
を
し
て
い
る
と
の
認
知
が
広
が
っ
て
お
り
、

収
益
の
向
上
に
つ
な
が
っ
た
。 

 (

２) 

千
葉
県
柏
市
の
「く
る
る
セ
ミ
ナ
ー｣ 

高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
団
地
で
地
域
の
人
々

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
直
し
た
い
と
の
希
望

を
受
け
て
始
ま
っ
た
セ
ミ
ナ
ー
。
後
に
活
動
範

囲
を
中
学
校
区
ま
で
広
め
て
多
世
代
交
流
型

の
活
動
「
タ
マ
ゴ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
へ
と
展
開
。
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
カ
フ
ェ
を
オ
ー
プ
ン
し
、
住
民
の
交
流
が

深
ま
る
中
、
“
子
育
て
に
優
し
い
地
域
“
だ
と
評

判
が
立
ち
、
若
い
世
代
が
移
り
住
む
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。 

 (

３) 

過
疎
・高
齢
中
山
間
村
支
援
事
業 

愛
知
県
豊
田
市
の
過
疎
が
進
む
山
間
地
域

に
お
い
て
、
都
市
部
か
ら
若
者
を
呼
び
こ
も
う

と
始
ま
っ
た
事
業
。
「
農
村
で
ロ
ハ
ス
な
生
活
ス
タ

イ
ル
を
作
り
ま
せ
ん
か
」
と
の
公
募
で
集
ま
っ
た

１０
人
の
若
者
達
は
、
農
業
を
通
じ
て
地
元
の
お

じ
い
ち
ゃ
ん
・
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
達
と
信
頼
関
係

を
築
き
、
今
で
は
全
員
こ
こ
で
就
職
し
て
い
る
。

結
婚
し
て
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
メ
ン
バ
ー
が
い
た

り
、
子
ど
も
の
い
る
世
帯
が
引
っ
越
し
て
き
た
り

し
て
、
元
々
は
人
口
約
３０
人
の
集
落
だ
っ
た
の

が
現
在
６０
人
ぐ
ら
い
に
ま
で
増
え
、
４
割
を
超

え
て
い
た
高
齢
化
率
が
２
割
台
ま
で
落
ち
て
い

る
。
小
学
校
は
廃
校
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
地
域

全
体
が
学
校
に
な
れ
ば
と
教
育
特
区
の
申
請

を
始
め
た
り
、
地
域
全
体
を
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

に
し
よ
う
と
い
う
動
き
、
ま
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
立

圏
を
つ
く
ろ
う
と
い
う
動
き
も
あ
っ
て
、
今
や
こ

の
農
村
地
帯
は
新
し
い
社
会
づ
く
り
の
最
先
端

の
地
域
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

こ
の
ほ
か
に
も
子
ど
も
た
ち
を
社
会
の
フ

ル
メ
ン
バ
ー
に
す
る
た
め
の
取
り
組
み
な
ど
、

い
ず
れ
も
住
民
が
学
び
を
通
し
て
つ
な
が
り

を
取
り
戻
し
、
地
域
社
会
を
活
性
化
し
て
い
っ

た
事
例
で
あ
っ
た
。「
円
よ
り
も
縁
」、
お
金
よ

り
も
人
と
の
つ
な
が
り
が
大
事
な
の
だ
。
つ
な

が
り
が
豊
か
に
な
れ
ば
生
活
の
質
が
保
証
さ

れ
、
安
心
・
安
全
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
幸
福
度

の
高
い
暮
ら
し
が
実
現
で
き
る
。 

 
 

 
 

 

こ
う
し
た
社
会
づ
く
り
を
目
指
す
上
で
基

盤
と
な
る
の
が
地
域
社
会
で
あ
ろ
う
。
公
民
館

は
そ
の
中
心
と
な
っ
て
大
き
な
役
割
を
果
た

す
こ
と
が
今
後
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
そ

う
だ
。 

▲ 
 

鯖江市ＪＫ課 高橋氏 

▲
 
 

ふくいの担い手プロジェクト 

(公社 福井青年会議所)後藤氏  
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10 月 20 日～21 日、「より深めよう 地域の絆」を

テーマに、第 38 回全国公民館研究集会・第 53 回東海

北陸公民館大会・第 8回岐阜県社会教育推進大会が岐

阜県高山市の飛騨・世界生活文化センターで開催され

た。東海北陸各県をはじめ北海道や兵庫・大分・沖縄

県からの参加者もあり 1,071 名が集った。福井県から

は 79 名が参加した。大会はアトラクションの飛騨春

慶弦楽四重奏による優美な音楽で始まり、表彰式では

東海北陸公民館大会表彰、全国公民館連合会優良職員

表彰、永年勤続職員表彰として福井県からは 5名が表

彰された。 

文部科学省生涯学習政策局社会教育課課長の西井

知紀氏による施策説明の後、動物写真家の小原玲氏 

による記念講演「流氷の伝言～アザラシの赤ちゃん

と地球温暖化～」があった。動物の赤ちゃん達のス

ライド写真が映し出されると、そのかわいらしい姿

に会場の参加者も笑顔になった。同時に、近年急速

に進んでいる地球温暖化によってアザラシが出産で

きるような大きな流氷が減ってきている現実が伝え

られ、私達にできることは何かを考えるきっかけと

なる内容であった。 

 2 日目の分科会では第４分科会において、あわら市

湯のまち公民館館長の北嶋義明氏が「公民館とジュ

ニアリーダー」と題して発表された。中高生のメン

バーから成るジュニアリーダー側の会場を一本化し

て腰をすえた活動がしたいという思いと、若い人達

をもっと集めたいという公民館側の思いがつながり

タイアップが実現した事例の発表に、参加者は熱心

に耳を傾けていた。その後、鯖江市吉川公民館館長

の坂上喜一氏の司会により、青少年の社会参画を促

す活動のあり方を考える研究討議が進められた。 

 
▲ 

 

アトラクション 飛騨春慶弦楽四重奏 

「こうれんふくい」第 80 号 
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第 66 回福井県公民館大会 坂井市で開催 

10 月５日(水)、坂井市高椋コミュニティセンター

で福井県公民館大会が開催されました。多数ご参加

いただきありがとうございました。また坂井市の皆

様には、多大なご協力をいただきありがとうござい

ました。詳しくは次号にてお伝えします。 ▲ 
 

▲
 
 

動物写真家小原氏の講演 

▼
 
 

▼ 
 

第４分科会司会者の坂上氏 

北嶋氏による発表 


