
ふ
る
さ
と
飯
舘
で
自
分
ら
し
く

生
き
て
い
く
た
め
に

東
日
本
大
震
災
・
原
子
力
災
害
の
影
響

で
避
難
を
し
て
い
た
が
、
避
難
解
除
と
共

に
帰
村
し
て
く
る
住
民
が
元
気
に
暮
ら

し
、
地
域
を
盛
り
上
げ
て
い
く
た
め
に
は

何
が
必
要
な
の
か
を
考
え
、
ま
ず
始
め
に

設
立
し
た
団
体
が
、
「
ふ
る
さ
と
飯
舘
で

“
自
分
ら
し
く
”
生
き
よ
う
会
」
で
あ
る
。

「
誰
が
帰
村
し
て
い
る
の
か
も
分
か
ら

な
い
状
態
で
し
た
。
ど
う
し
た
ら
住
民
が

交
流
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
ま
た
、
帰

村
を
し
て
い
な
い
住
民
と
の
交
流
は
ど
う

す
れ
ば
よ
い
か
を
考
え
た
結
果
で
し
た
。
」

と
当
時
の
状
況
を
菅
野
さ
ん
は
語
る
。

「
当
時
は
、
気
軽
に
集
ま
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
自
宅
を
活
動
場
所
に
す
る
こ

と
も
多
か
っ
た
。
ま
た
、
地
域
の
声
に
耳

を
傾
け
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
」
と
語
る

菅
野
さ
ん
。

こ
れ
ま
で
、
趣
味
等
を
通
し
た
講
座
（
編

み
物
、
笑
い
文
字
）
、
心
と
体
の
健
康
づ

く
り
、
帰
村
者
と
飯
舘
村
出
身
者
と
の
交

流
、
飯
舘
村
以
外
の
方
々
と
の
交
流
な
ど

数
多
く
の
取
組
を
実
践
し
て
い
る
。

今
年
度
実
施
し
た
「
ピ
ラ
テ
ィ
ス
（
心

と
体
の
健
康
づ
く
り
）
」
は
、
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
で
六
月
か
ら
の
実

施
に
な
っ
た
が
、
飯
舘
村
交
流
ふ
れ
愛
館

を
会
場
と
し
て
、
十
二
月
ま
で
に
、
延
べ

百
九
十
七
人
の
住
民
が
参
加
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
笑
い
文
字
教
室
（
趣
味
等
を

通
じ
た
生
き
が
い
づ
く
り
）
」
で
は
、
作

成
し
た
作
品
を
文
化
祭
に
出
展
し
た
り
、

年
賀
状
を
作
成
し
た
り
し
た
。

村
の
宝
を
考
え
る
き
っ
か
け
に

飯
舘
村
の
住
民
が
ふ
る
さ
と
の
魅
力

飯舘村交流ふれ愛館

「文化祭出展作品」

を
再
発
見
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
る

菅
野
さ
ん
。
村
の
特
産
品
飯
舘
牛
を
活
用

し
た
住
民
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
構

築
に
も
取
り
組
む
。
そ
の
団
体
が
、
「
い

い
た
て
の
宝
さ
が
し
を
し
よ
う
会
」
で
あ

る
。
今
年
度
は
、
飯
舘
牛
の
創
作
料
理
教

室
、
試
食
品
評
会
、
音
楽
と
紙
芝
居
の
ラ

イ
ブ
を
十
一
月
に
行
っ
た
。
試
食
品
評
会

に
は
四
十
人
が
参
加
し
た
。
ニ
コ
ニ
コ
農

園
を
経
営
し
て
い
る
菅
野
さ
ん
。
農
園
の

野
菜
も
食
材
に
使
い
、
県
内
で
レ
ス
ト
ラ

ン
を
営
ん
で
い
る
シ
ェ
フ
、
住
民
の
方
々

に
協
力
し
て
い
た
だ
き
な
が
ら
開
催
し

た
。「

今
回
の
よ
う
な
企
画
を
主
催
で
き
る

よ
う
な
人
材
の
育
成
に
取
り
組
み
た
い
。

地
域
を
支
え
、
元
気
づ
け
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
人
材
の
育
成
が
大
切
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
、
飯
舘
村
の
良
さ
を
発
信
し
な

が
ら
、
生
涯
学
習
や
生
涯
教
育
の
支
援
に

携
わ
っ
て
い
き
た
い
。
」
と
菅
野
さ
ん
は
、

語
っ
て
く
れ
た
。

飯
舘
村
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
築
の
た

め
に
、
地
域
の
良
さ
を
再
発
見
し
、
地
域

の
活
性
化
の
た
め
に
取
り
組
む
菅
野
さ
ん

を
取
材
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

いいたての牛肉を使った

創作料理教室＆ライブ

ニューズレターの概要

このニューズレターは、平成２７年度に開催された「全国生涯学習ネットワークフォーラム」の後継事業

として、震災からの復旧・復興や地域課題に取り組んでいる県内の関係者等の情報を共有し「学びをひろげ、

つなげる、いかす」ため、年に２回発行するものです。

また、皆様方からも、日常的な取り組みや様々な企画のもと実施されたイベント等、生涯学習に関する情報

ならどんなものでも結構です。多種多様な情報をぜひ当課までお寄せください。

今後も、互いに情報を共有し合い、継続的な取り組みが推進されるよう積極的につながっていきましょう。
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コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
生
き
が
い

を
再
構
築
す
る
た
め
に

今
回
、
取
材
を
し
て
き
た
「
い
い
た

て
の
宝
探
し
を
し
よ
う
会
」
は
、
東
日

本
大
震
災
や
原
子
力
災
害
の
影
響
に
よ

り
避
難
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
飯
舘
村
の

住
民
が
、
ふ
る
さ
と
の
魅
力
を
再
発
見

し
、
住
民
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再

構
築
と
生
き
が
い
づ
く
り
の
実
現
を
目

指
し
、
取
り
組
ん
で
い
る
団
体
で
あ
る
。

そ
の
様

々
な
取
組

に
つ
い
て
、

代
表
で
あ

る
菅
野
ク

ニ
さ
ん
か

ら
お
話
を

伺
っ
た
。



郷
土
の
歴
史
を
活
か
し
た

学
習
機
会
の
充
実
の
た
め
に

日
和
田
公
民
館
が
あ
る
日
和
田
地
区
に

は
、
史
跡
や
伝
説
が
多
数
存
在
し
て
い
る
。

井
上
さ
ん
は
、
地
元
の
貴
重
な
歴
史
を
伝

承
し
て
い
く
こ
と
は
、
と
て
も
大
切
な
こ

と
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
主

事
と
し
て
歴
史
の
講
座
を
担
当
し
て
い
た

当
時
か
ら
こ
の
事
業
は
始
ま
っ
た
。

「
受
講
す
る
皆
さ
ん
が
笑
顔
で
楽
し
み
な

が
ら
、
地
域
の
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き

る
方
法
は
何
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
の
が
始

地
域
に
密
着
し
た

公
民
館
活
動
を
目
指
し
て

今
回
、
取
材
を
し
て
き
た
「
郡
山
市

立
日
和
田
公
民
館
」
は
、
東
北
本
線
日

和
田
駅
の
目
と
鼻
の
先
に
あ
り
、
地
域

住
民
の
学
習
活
動
の
拠
点
と
し
て
、
様

々
な
事
業
を
実
践
し
て
い
る
。

運
営
方
針
に
、
社
会
的
な
地
域
課
題

へ
の
取
組
や
学
習
機
会
の
充
実
を
図

り
、
地
域
に
密
着
し
た
公
民
館
活
動
を

展
開
し
て
い
く
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
。

そ
ん
な
日

和
田
公
民
館

の
様
々
な
取

組
に
つ
い
て
、

館
長
の
井
上

ま
ゆ
み
さ
ん

か
ら
お
話
を

伺

っ

た

。

ま
り
な
ん
で
す
。
」
と
語
る
。

日
和
田
町
に
は
、
地
域
の
歴
史
を
研
究

し
て
い
る
「
日
和
田
郷
土
歴
史
会
」
が
あ

る
。
会
員
の
皆
さ
ん
が
長
年
に
わ
た
り
研

究
し
、
蓄
積
し
て
き
た
。
日
和
田
公
民
館

で
は
、
そ
の
方
々
を
講
師
と
し
て
招
き
、

地
域
の
歴
史
遺
産
を
「
カ
ル
タ
」
に
す
る

講
座
を
開
設
し
た
。
そ
の
カ
ル
タ
が
、「
日

和
田
郷
土
カ
ル
タ
」
で
あ
る
。

カ
ル
タ
を
完
成
す
る
ま
で
に
は
、
様
々

な
苦
労
も
あ
っ
た
と
教
え
て
く
れ
た
。

カ
ル
タ
作
成
の
た
め
に
、
受
講
生
、
郷

土
史
会
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
史
跡
が
あ
る

所
ま
で
直
接
足
を
運
び
、
見
て
、
感
じ
て

も
ら
い
な
が
ら
「
句
」
を
作
っ
て
い
っ
た

と
の
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
カ
ル
タ
の
句
や

絵
か
ら
誤
解
を
招
く
こ
と
が
な
い
よ
う

に
、
引
用
し
た
文
献
な
ど
の
解
説
書
を
つ

け
る
な
ど
の
工
夫
も
し
た
と
教
え
て
く
れ

た
。

復
活
！高

倉
人
形
・
人
形
浄
瑠
璃

日
和
田
公
民
館
に
は
、
「
福
島
県
指
定

重
要
有
形
民
俗
文
化
財
」
（
高
倉
人
形
）

が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
今
か
ら
二
百
年
ほ

ど
前
（
江
戸
時
代
）
か
ら
明
治
中
期
ま
で
、

日
和
田
高
倉
地
区
に
人
形
浄
瑠
璃
一
座
が

存
在
し
、
活
躍
し
て
い
た
が
、
人
形
浄
瑠

日和田公民館講

座作成 「日和

田郷土カルタ」

璃
は
伝
承
さ
れ
な
か
っ
た
。
か
つ
て
の
民

俗
芸
能
を
復
活
し
、
伝
え
て
い
く
こ
と
が

で
き
な
い
か
と
考
え
た
の
が
井
上
さ
ん
で

あ
る
。

平
成
二
十
九
年
福
島
市
内
の
小
学
生
を
対

象
に
「
人
形
浄
瑠
璃
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

が
実
施
さ
れ
、
発
表
会
が
開
催
さ
れ
る
こ

と
を
知
っ
た
井
上
さ
ん
は
見
学
に
出
向

き
、
そ
こ
で
指
導
に
当
た
っ
て
い
た
「
八

王
子
車
人
形
西
川
古
柳
座
」
と
「
さ
っ
ぽ

ろ
人
形
浄
瑠
璃
芝
居
あ
し
り
座
」
の
方
々

に
出
会
い
、
日
和
田
で
の
指
導
を
お
願
い

し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。

「
住
民
の
皆
さ
ん
が
、
自
分
の
地
域
に
は

全
国
に
誇
れ
る
文
化
が
あ
る
こ
と
を
知
る

こ
と
。
そ
し
て
、
人
形
浄
瑠
璃
に
直
接
か

か
わ
る
人
材
育
成
が
で
き
な
い
か
を
考
え

な
が
ら
進
め
て
き
ま
し
た
。
」

と
、
公
民
館
長
と
し
て
の
思
い
を
語
る
。

そ
の
後
、
「
復
活
！
高
倉
人
形
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
実
行
委
員
会
」
が
立
ち
上
が
り
、

日
和
田
公
民
館
と
と
も
に
、
人
形
浄
瑠
璃

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
。
地
元
小
・
中

学
生
と
有
志
に
よ
る
稽
古
が
行
わ
れ
て
い

る
。
平
成
三
十
年
の
第
一
回
発
表
会
は
、

新しく新調された高倉人形

日
和
田
公
民
館
で
開
催
さ
れ
、
地
域
の
方

々
か
ら
多
く
の
喜
び
の
声
が
寄
せ
ら
れ

た
。
現
在
も
そ
の
活
動
は
継
続
さ
れ
て
お

り
、
平
成
三
十
一
年
か
ら
は
、
郡
山
市
立

中
央
公
民
館
で
の
発
表
会
を
開
催
し
て
き

た
が
、
今
年
度
は
、
コ
ロ
ナ
渦
の
影
響
に

よ
り
、
発
表
会
は
中
止
に
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
ま
た
、
指
導
者
が
お
い
で
に
な

れ
な
い
た
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
稽
古
を

実
践
す
る
な
ど
、
様
々
な
工
夫
を
し
な
が

ら
、
学
習
機
会
の
充
実
に
励
ん
で
い
る
。

生
涯
学
習
推
進
の
た
め
に
！

「
地
域
の
皆
さ
ん
が
、
日
和
田
町
の
歴

史
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
く
機
会
づ
く

り
、
そ
し
て
、
そ
の
学
び
を
活
用
で
き
る

足
が
か
り
を
つ
く
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い

き
ま
す
。
」

と
、
こ
れ
か
ら
の
抱
負
を
語
る
井
上
さ
ん
。

「
日
和
田
郷
土
カ
ル
タ
」
を
活
用
し
、
カ

ル
タ
大
会
を
毎
年
開
催
し
て
い
る
。
郷
土

史
会
の
皆
さ
ん
に
協
力
し
て
も
ら
い
、
カ

ル
タ
の
会
を
立
ち
上
げ
、
学
校
な
ど
へ
の

出
前
講
座
も
行
っ
て
い
る
。
郡
山
市
立
日

和
田
公
民
館
は
、
こ
れ
か
ら
も
生
涯
を
通

じ
て
、
学
び
、
そ
の
成
果
を
活
用
で
き
る

機
会
を
提
供
し
続
け
て
い
く
。

解説付きの

「日和田郷土カルタ」




