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図
書
館
法
施
行
70
周
年
を
記
念
し
て
、

地
域
に
お
け
る
図
書
館
活
動
を
推
進
す
る

た
め
、
多
年
に
わ
た
り
図
書
館
活
動
な
ど

の
振
興
に
顕
著
な
功
績
の
あ
っ
た
方
な
ど

を
表
彰
す
る
文
部
科
学
大
臣
賞
が
、
市
立

図
書
館
の
鍜
治
美
和
子
館
長
（
66
歳
）
に

贈
ら
れ
ま
し
た
。

　
鍜
治
館
長
は
、
昭
和
51
年
４
月
に
県
立

図
書
館
に
就
職
。
以
来
45
年
近
く
図
書
館

業
務
一
筋
の
ベ
テ
ラ
ン
。

　「
本
が
好
き
な
子
ど
も
で
し
た
。
小
学

校
の
図
書
委
員
を
務
め
、
貸
し
出
し
の
は

ん
こ
を
押
し
た
り
す
る
の
が
楽
し
み
で
し

た
。
遊
び
半
分
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
」。

思
わ
ず
笑
み
の
こ
ぼ
れ
る
館
長
で
す
。

　
将
来
は
本
に
携
わ
る
仕
事
に
就
き
た
い

と
思
い
、
司
書
の
資
格
を
取
得
し
ま
し
た
。

　
図
書
館
人
生
の
中
で
一
番
の
思
い
出

は
、
大
野
町
図
書
館
（
現
廿
日
市
市
立
は

つ
か
い
ち
市
民
大
野
図
書
館
）
の
立
ち
上

げ
だ
と
い
い
ま
す
。
旧
大
野
町
に
派
遣
さ

れ
、
み
ん
な
で
助
け
合
い
な
が
ら
、
一
か

ら
積
み
上
げ
て
い
っ
た
こ
と
が
、
思
い
出

深
く
残
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
書
棚
一
つ

に
も
こ
だ
わ
り
、
山
形
県
天
童
市
か
ら
取

り
寄
せ
た
特
注
品
。
お
り
し
も
阪
神
淡
路

大
震
災
が
起
こ
り
、
運
搬
が
危
ぶ
ま
れ
た

こ
と
も
、
今
と
な
っ
て
は
思
い
出
の
一
つ
。

し
か
し
、
そ
の
図
書
館
も
建
て
替
え
る
こ

と
に
な
り
、
少
し
寂
し
げ
な
表
情
を
に
じ

ま
せ
る
館
長
で
す
。

　
市
立
図
書
館
に
は
、
平
成
27
年
度
か
ら

勤
務
し
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た

よ
う
な
催
し
の
数
々
を
企
画
。
新
た
な
風

を
吹
か
せ
て
い
ま
す
。

　「
大
き
な
図
書
館
で
は
、
担
当
が
細
か

く
分
か
れ
て
お
り
、
催
し
の
企
画
も
限
定

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
市
立
図
書
館
で
は

比
較
的
自
由
な
企
画
が
で
き
ま
す
」。
小

回
り
の
き
く
規
模
な
ら
で
は
の
良
さ
を
実

感
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
と
り
わ
け
評
判
だ
っ
た
の
が
、『
国
立

国
会
図
書
館 

歴
史
的
音
源
を
聴
く
』
と
い

う
催
し
。
昨
年
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
朝
ド
ラ
の
モ

デ
ル
に
な
っ
た
古
関
裕
而
の
作
品
を
鑑
賞

し
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
開
催

で
き
な
か
っ
た
『
音
読
教
室
』
も
皆
さ
ん

が
楽
し
み
に
し
て
い
る
催
し
で
す
。

　「
ひ
た
す
ら
好
き
な
道
を
走
っ
て
き
た

ラ
ッ
キ
ー
な
生
き
方
」。
こ
れ
か
ら
も
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
に
ト
ラ
イ
す
る
意
欲
を
の

ぞ
か
せ
る
館
長
で
し
た
。

ひ
た
す
ら
好
き
な
道
を

走
っ
て
き
た

鍜
治 

美
和
子
さ
ん

こ
せ
き
ゆ
う
じ

手
描
き
鯉
の
ぼ
り
と
の

歩
み
を
つ
づ
る

大
石 

雅
子
さ
ん

の
り
こ

は
、
最
盛
期
に
は
年
間
２
千
匹
を
描
い
て

い
た
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
時
代
の
流

れ
と
と
も
に
生
産
量
は
減
少
。
作
り
手
も

大
石
さ
ん
一
人
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　「
仕
事
を
や
め
て
、
和
紙
の
こ
と
、
鯉

の
ぼ
り
の
こ
と
を
書
き
残
し
て
お
こ
う
と

思
い
ま
し
た
」。
し
か
し
、
引
退
し
た
途

端
に
病
を
患
い
入
院
。
執
筆
中
断
を
余
儀

な
く
さ
れ
ま
し
た
。
退
院
後
、
末
の
弟
が

「
あ
ん
た
の
好
き
な
よ
う
に
書
き
な
さ
い
」

と
背
中
を
押
し
て
く
れ
再
開
。
家
事
の
合

間
に
、
こ
つ
こ
つ
と
書
き
溜
め
て
い
っ
た

ノ
ー
ト
は
、
文
字
で
び
っ
し
り
と
埋
め
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

　「
思
い
つ
く
ま
ま
書
い
た
の
で
、
そ
の

と
き
の
気
持
ち
で
、
文
章
も
文
体
も
変
わ

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
以
前
お
世
話

に
な
っ
た
県
職
員
の
方
や
弟
な
ど
、
周
囲

の
方
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
て
書
き
直
し

て
い
き
ま
し
た
」。

　
そ
し
て
、
昨
年
12
月
つ
い
に
出
版
に
こ

ぎ
着
け
、「
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
に
贈

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」
と
、
大
石
さ
ん

は
安
心
し
た
表
情
を
見
せ
ま
す
。
少
し
疎

遠
に
な
っ
て
い
た
方
か
ら
も
連
絡
が
あ

り
、
こ
の
本
を
き
っ
か
け
に
、
改
め
て
人

と
の
つ
な
が
り
を
実
感
し
た
よ
う
で
す
。

　
表
紙
に
書
か
れ
た
タ
イ
ト
ル
の
「
手
す

き
和
紙 

手
描
き
鯉
の
ぼ
り
」と
い
う
文
字
。

亡
く
な
ら
れ
た
ご
主
人
の
宏
さ
ん
が
、
鯉

の
ぼ
り
の
包
装
紙
用
に
書
か
れ
た
字
だ
と

い
い
ま
す
。
大
石
夫
妻
の
文
字
と
絵
で
飾

ら
れ
た
本
。
鯉
の
ぼ
り
と
共
に
歩
ん
で
き

た
二
人
の
歴
史
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
ま
し

た
。

　
表
紙
に
描
か
れ
た
緋
鯉
。
手
す
き
和
紙

の
鯉
の
ぼ
り
を
描
き
続
け
て
き
た
大
石
雅

子
さ
ん
（
88
歳 

元
町
４
）
の
手
に
よ
る
も

の
で
す
。
後
継
者
も
で
き
、
平
成
30
年
に

引
退
す
る
ま
で
の
55
年
間
、
鯉
の
ぼ
り
づ

く
り
に
携
わ
っ
て
き
た
大
石
さ
ん
が
、
自

ら
の
歩
み
を
つ
づ
っ
た
『
手
す
き
和
紙 

手

描
き
鯉
の
ぼ
り 

五
十
五
年
間
の
あ
ゆ
み
』

を
上
梓
さ
れ
ま
し
た
。

　
大
竹
市
の
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
や
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
に
も
な
り
、
市
の
代
名
詞
と
も
い

え
る
ま
で
に
愛
さ
れ
て
き
た
手
描
き
鯉
の

ぼ
り
。
小
瀬
川
流
域
で
盛
ん
だ
っ
た
伝
統

産
業
の
手
す
き
和
紙
を
使
っ
た
鯉
の
ぼ
り

ひ
ご
い

じ
ょ
う
し

この道ひとすじ
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1/
1
と
ん
ど
に
火
を
付
け
る
中
村
会
長
。

2
燃
え
盛
る
炎
を
見
守
る
人
た
ち
。
3

｢今
年
は
良
い
年
に
｣と
ば
か
り
に
勢
い

づ
く
炎
。
4
網
に
載
せ
た
鏡
餅
。
5
竹

ざ
お
で
餅
を
焼
く
姿
は
、
釣
人
の
よ
う

に
も
見
え
ま
す
。

2

3

4

5

炎
Homu r a

1

　
無
病
息
災
な
ど
を
願
っ
て
正
月
飾
り
や
書
き
初
め
な
ど
を
燃

や
す
『と
ん
ど
祭
り
』が
行
わ
れ
ま
し
た
。校
庭
に
竹
や
木
材
が
高

く
組
ま
れ
、各
家
庭
か
ら
持
ち
寄
っ
た
し
め
飾
り
や
、破
魔
矢
な

ど
が
周
囲
に
置
か
れ
る
と
、火
の
付
い
た
稲
わ
ら
で
点
火
。｢

パ
ン

パ
ン｣

と
竹
の
は
ぜ
る
音
が
鳴
り
響
き
、炎
が
一
気
に
燃
え
上
が

り
ま
す
。

　
玖
波
地
区
自
治
会
連
合
会
会
長
の
中
村
行
六
さ
ん(

玖
波
３)

は
、｢
例
年
は
、ぜ
ん
ざ
い
な
ど
を
振
る
舞
っ
て
い
ま
す
が
、今
年

は
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
飲
食
の
提
供
は
あ
り
ま
せ
ん
。安
心
し

て
ぜ
ん
ざ
い
が
食
べ
ら
れ
る
よ
う
な
年
に
な
れ
ば
い
い
と
願
っ
て

い
ま
す｣

と
炎
を
見
つ
め
な
が
ら
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　
鏡
餅
や
餅
を
焼
い
て
食
べ
る
と
、１
年
間
健
康
だ
と
い
う
言
い

伝
え
が
あ
り
、竹
ざ
お
に
付
け
た
網
に
餅
を
載
せ
て
焼
く
光
景
も

見
ら
れ
ま
し
た
。

良
い
年
を
願
い 

炎
は
天
に

ほ
む
ら

玖
波
小
学
校

2

1干支や富士山を描きました。2ケ
ーブルテレビちゅピコムの番組『優
男がゆく』の収録もありました｡参加
者全員で｢おめでとう｣3バラエティ
に富んだ絵や折り紙付きの年賀状｡

26
SAT

12/

1

3

地域のお年寄りに年賀状
玖波１丁目集会所

 玖波１丁目の地域福祉グループの催しで、小・中学生たち12人が、年
賀状作りに励みました。この催しは、学校の長期休暇の時期に、子ども
たちと地域の人とのふれあいの場として、自治会や防犯団体、民生委員
・児童委員などが協力して開催しているもので、夏休みには、そうめん
流しなどを楽しんでいます。
　冬休みの今回は、新年を迎えるにあたり、地域のおじいちゃん、おば
あちゃんに年賀状を送ろうということで、大竹の手すき和紙で作ったは
がきに、干支のうしや、人気アニメのキャラクターなど、思い思いの絵
を描きました。折り紙を使った力作も見られます。
　子どもたちが描く姿を見守る大谷喜作さん（玖波１）は、｢子どもとふ
れあうことで、今の子どものことを知ることができます｣と笑顔をのぞ
かせます。この催しも定着し、今では子どもたちから｢いつあるの？｣と
聞いてくるそうです。
　年賀状は、役員らの手で、地域のお年寄りのもとに届けられました。

えと


