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公
民
館
の
底
力

　
　

地
域
の
学
び
の
場
で
あ
る
「
公
民
館
」。

町
内
15
公
民
館
下
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
的
な
「
文

化
」「
神
事
」「
行
事
」
な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
地
域
の
特
徴
を
地
域
づ
く
り
に
生
か
す
た
め

に
、
町
が
平
成
24
年
度
か
ら
実
施
す
る
「
公
民
館
特

色
あ
る
活
動
事
業
」。
そ
の
取
り
組
み
を
通
し
て
、

改
め
て
公
民
館
の
意
義
や
役
割
を
考
え
て
み
た
い
。

写真 / 秋吉公民館で蓑
みの

作りを指導する堂下久子さん（上）

町内 15の
公民館が
取り組んだ
特色ある事業宇出津公民館

婦人学級段ボール
コンポストづくり

地区婦人会と協力し、
段ボールコンポスト作
り教室を開催し、生ゴ
ミの削減を行った。

三波公民館
三波で
磯釣り

竹竿づくり教室を開催
したほか、講師を交え
て春、夏、秋に磯釣り
大会を開催した。

秋吉公民館
紙飛行機大会の充実・
アマメハギ交流伝承
全町民対象の紙飛行機
大会の開催。アマメハ
ギで使用する蓑作り教
室を開催。

柳田公民館
灯りの祭典
in やなぎだ

地域から廃食用油を集
めてエコキャンドルを
制作し、灯りの祭典を
開催した。

小間生公民館
久田和紙の

伝統文化継承
柳田・小木中学校の生
徒と地域が協力し、休
耕地にコウゾの移植・
植栽活動を行った。

岩井戸公民館
岩井戸地区今昔物語

写真集刊行
昔と現在の家並みや歴
史が伝わる写真集を製
作中。完成後は上映会
を開催予定。

上町公民館
クリスマスツリー点灯

式・昔話伝承 ほか
クリスマス飾り作り教
室を開催し、点灯式を
行う。寺分地区の宝暦
杉の歴史を演劇化。

不動寺公民館
木郎里づくり

地域再発見
水車小屋茅葺きの葺き
替え研修、ウオーキン
グ大会、音楽会、地域
再発見講演会を開催。

白丸公民館
白丸曳山歌

「きやらげ」伝承
白丸曳山歌「きやらげ」
教室を開催。現在は全
42 曲入りの伝承ＣＤを
制作中。

小木公民館
「小木よもやま話」

刊行
小木地区の歴史や情景
などが分かるよもやま
話を制作。子どもたち
とカルタ作りを行った。

鵜川公民館
親子でミニにわか作り・

うかわ今昔暦
1/10 サイズのにわかを
親子で製作。町並みの
変化や地域の歴史をカ
レンダーにまとめた。

瑞穂公民館
男の料理教室から
地域の名物づくり

男性が料理を勉強する
料理教室を開催予定。
現在男性が考案した地
域の名物を開発中。

松波公民館
そば打ち

体験
地域内で栽培している
「そばの実」を利用し、
親子や住民対象のそば
打ち体験を 2回行った。

高倉公民館
高倉地区

作品展
第 34 回目を数える作品
展。地区の園児や小学
生の作品を含む百数十
点の作品を展示した。

神野公民館
あえのこと儀式の

実演
迎えと送りのあえのこ
と実演のほか、甘酒作
り教室も開催。保存会
発足に向けて取り組む。

各地域の公民館が地域の特
色を生かした事業に取り組
みました。
※網掛けの公民館は、次
ページ以降に紹介。
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秋吉公民館

鵜川公民館

Akiyoshi  Community  Learning  Center

Ukawa  Community  Learning  Center

【所在地】字秋吉 7-57
【世帯数】148
【公民館長】竹中省三
【電話】72-0006

【所在地】字鵜川 18-128
【世帯数】495
【公民館長】梅田真人
【電話】67-1919

「
秋
吉
公
民
館
の
自
慢
は
、
地
域
の
皆

さ
ん
が
公
民
館
活
動
に
と
て
も
協

力
的
な
こ
と
で
す
」と
語
る
竹
中
省
三
館
長
。

今
年
度
、
特
色
あ
る
事
業
で
取
り
か
か
っ
た

蓑み
の

作
り
で
も
「
原
料
と
な
る
わ
ら
の
提
供
や

ね
い
ご
（
稲
の
穂
が
付
い
て
い
た
部
分
）
抜

き
の
協
力
を
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
、
予
想
以

上
の
協
力
が
得
ら
れ
て
本
当
に
感
謝
し
て
い

ま
す
」
と
目
を
細
め
る
。

　

毎
年
2
月
3
日
、
鬼
の
面
を
付
け
た
子
ど

も
た
ち
が
蓑
を
ま
と
っ
て
家
々
を
回
る
ア
マ

メ
ハ
ギ
は
、
秋
吉
公
民
館
地
区
だ
け
に
伝
わ

る
伝
統
行
事
で
国
指
定
重
要
無
形
民
俗
文
化

財
。
し
か
し
、
蓑
の
文
化
が
今
も
残
る
こ
の

地
域
で
も
、
編
み
方
を
知
る
人
は
途
絶
え
、

現
存
す
る
蓑
は
年
々
傷
み
が
激
し
く
な
っ
て

い
た
と
い
う
。

　
「
指
導
し
て
く
れ
る
人
が
い
る
う
ち
に
、

蓑
作
り
を
伝
承
し
よ
う
と
、
ア
マ
メ
ハ
ギ
保

存
会
と
話
し
合
い
ま
し
た
」

　

竹
中
さ
ん
は
町
内
で
数
少
な
い
蓑
編
み
技

術
を
持
つ
堂
下
久
子
さ
ん
（
78
）
＝
上
＝
に

指
導
を
依
頼
。
住
民
18
人
が
集
ま
っ
て
協
力

し
な
が
ら
5
着
の
蓑
を
新
調
し
た
。

鵜
川
公
民
館
は
今
年
度
、
特
色
あ
る
事

業
の
予
算
を
使
っ
て
『
ミ
ニ
に
わ
か
』

作
り
と
鵜
川
地
区
の
歴
史
を
記
し
た
カ
レ
ン

ダ
ー
制
作
に
取
り
組
ん
だ
。

　
「
自
分
が
住
ん
で
い
る
地
域
、
育
っ
た
地

域
に
誇
り
と
愛
情
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
」

と
話
す
梅
田
真
人
館
長
。「
自
分
が
子
ど
も

の
こ
ろ
は
、
自
作
し
た
ミ
ニ
に
わ
か
を
引
っ

張
り
な
が
ら
町
内
を
練
り
歩
い
て
い
ま
し

た
」
と
振
り
返
る
。

　

ミ
ニ
に
わ
か
作
り
に
は
親
子
11
組
が
参

加
。
約
3
カ
月
か
け
て
完
成
さ
せ
、
に
わ
か

祭
本
番
前
の
8
月
19
日
に
は
、『
ミ
ニ
に
わ

か
祭
』
を
行
っ
て
町
内
を
練
り
歩
い
た
。

　
「
で
き
る
だ
け
本
物
に
近
い
作
り
を
教
え

る
こ
と
で
、
若
い
親
た
ち
に
に
わ
か
の
作
り

を
知
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
し
ま
し
た
。
子
ど

も
た
ち
に
は
、
祭
り
の
言
い
伝
え
な
ど
を
教

え
な
が
ら
一
緒
に
町
を
練
り
歩
き
ま
し
た
」

　

鵜
川
の
歴
史
を
暦
に
し
た
カ
レ
ン
ダ
ー

は
、
公
民
館
歴
史
教
室
の
メ
ン
バ
ー
が
文
献

を
調
べ
た
り
、
寺
へ
の
聞
き
取
り
調
査
な
ど

を
行
っ
た
。
掲
載
す
る
項
目
は
、
議
論
を
重

ね
て
１
２
０
項
目
に
絞
り
込
ん
だ
。

　
「
や
っ
て
み
る
と
非
常
に
難
し
か
っ
た
で

す
が
、
参
加
者
は
熱
心
に
協
力
的
に
取
り
組

ん
で
く
れ
ま
し
た
。
活
動
し
な
が
ら
、
地
域

の
文
化
を
伝
承
し
て
い
き
た
い
と
い
う
思
い

も
さ
ら
に
強
く
な
り
ま
し
た
」

　

秋
吉
公
民
館
は
今
年
度
、
地
域
と
の
『
協

働
』
を
掲
げ
て
活
動
し
て
い
る
。
蓑
作
り
も

保
存
会
と
の
協
働
で
取
り
組
ん
だ
。

　
「
公
民
館
だ
け
で
で
き
な
い
こ
と
は
、
地

域
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
や
り
ま
す
。
公
民
館

活
動
に
は
住
民
の
理
解
と
協
力
が
不
可
欠
で

す
。
活
動
を
通
し
て
意
識
を
い
か
に
変
え
て

い
く
か
。
そ
の
過
程
を
大
切
に
し
て
、
こ
れ

か
ら
も
活
動
を
積
み
重
ね
て
い
き
た
い
」

　

長
い
年
月
で
培
わ
れ
た
住
民
と
公
民
館
の

協
力
関
係
が
、
地
域
に
活
力
を
生
む
。

　
「
暦
に
は
、
今
は
行
っ
て
い
な
い
行
事
や

祭
礼
の
ほ
か
、
久
田
船
長
や
原
勤
堂
な
ど
郷

土
の
偉
人
の
生
没
日
、
鵜
川
郵
便
局
の
開
局

日
な
ど
、
鵜
川
に
と
っ
て
大
切
な
歴
史
が
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
知
ら
な
か
っ
た
地
域
の

歴
史
を
知
る
こ
と
で
、
ふ
る
さ
と
を
再
発
見

す
る
き
っ
か
け
に
し
て
ほ
し
い
」

　

地
区
約
５
０
０
世
帯
に
配
布
さ
れ
た
カ
レ

ン
ダ
ー
。
地
域
住
民
に
は
好
評
だ
と
い
う
。

　
「
公
民
館
の
役
割
は
、
地
域
を
元
気
に
す

る
こ
と
と
文
化
の
伝
承
。
そ
の
た
め
の
発
信

場
所
で
あ
る
こ
と
。
タ
ウ
ン
誌
の
制
作
や
昔

遊
び
の
復
活
な
ど
、
や
り
た
い
こ
と
は
ま
だ

ま
だ
あ
り
ま
す
」
と
意
気
込
む
。

　

地
域
を
見
つ
め
直
す
鵜
川
公
民
館
の
活
動

が
、
郷
土
愛
を
育
ん
で
い
く
。

ア
マ
メ
ハ
ギ
の
里
に
あ
る
秋
吉
公
民
館
。
子
ど
も
た
ち
が
主

役
の
文
化
は
少
子
化
の
影
響
を
強
く
受
け
る
。
地
域
と
公
民

館
が
協
働
で
保
存
・
継
承
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

町
内
で
最
も
古
い
歴
史
を
持
つ
鵜
川
公
民
館
。
地
域
の
歴
史

を
ひ
も
と
き
、
先
人
に
学
ぶ
こ
と
で
、
ふ
る
さ
と
の
魅
力
を

再
発
見
し
、
郷
土
愛
を
育
ん
で
い
る
。

【右】18 人が５つのグループに分か
れ蓑を作った。制作期間は 6日。こ
の日は千葉県から堂下さんの技を学
びに訪れた人も。
【上】1 月 16 日夕方は NHK 金沢放
送局の生中継。子どもたちもアマメ
ハギに扮して出演。
【下】アマメハギで使われる道具。
今年は新調された蓑で行われる。

【左】鵜川公民館が制作した「ミニ
にわか」とカレンダー。ミニにわか
は本物の 10 分の 1の大きさ。
【上】担ぎ棒の縛りなども本物と同
じ結び方をするこだわり。親子での
制作には 3カ月かかった。
【下】カレンダーには 1959 年 8 月
の鵜川大水や古いイドリ祭りの写真
なども掲載。A1判で 500 枚印刷。

竹中省三 館長梅田真人 館長
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【
寄
稿
】

公
民
館
の
底
力
と
元
気
な
地
域
づ
く
り

　
地
域
に
お
け
る
公
民
館
は
、
地
域
の
方
々
が
「
集
い
合
い
、
学
び
合
い
、
高
め
合
い
、

結
び
合
う
」
こ
と
の
で
き
る
場
で
あ
り
、「
昨
日
と
違
う
今
日
の
自
分
、
今
日
と
違

う
明
日
の
自
分
つ
く
り
」
の
場
で
も
あ
り
ま
す
。

　
さ
あ
、
公
民
館
へ
行
っ
て
、
新
し
い
自
分
つ
く
り
、
自
分
育
て
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
！

　

地
域
に
つ
い
て
の
「
学
び
」
な
く
し
て
、

地
域
の
良
（
善
）
い
も
の
、
直
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
、
残
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
、
必
要
な
も
の
な
ど
は
何
な
の
か
を
判

断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
し
た
学
び
の
機
会
や
考
え
る
機
会
を

提
供
す
る
場
が
公
民
館
で
あ
り
、
公
民
館
活

動
を
通
じ
て
、
地
域
の
方
々
が
、
強
い
絆
を

結
び
、
つ
な
が
り
合
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

世
界
農
業
遺
産
の
認
定
と
公
民
館
活
動

　

町
民
の
皆
さ
ん
ご
承
知
の
と
お
り
、

２
０
１
１
（
平
成
23
）
年
6
月
、
伝
統
的
な

農
業
や
文
化
風
習
・
生
物
多
様
性
の
保
全
を

目
的
と
し
た
「
世
界
農
業
遺
産
」
に
、「
能

登
の
里
山
里
海
」
が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

能
登
は
、
長
い
農
耕
の
歴
史
を
持
つ
地
域

で
あ
り
、
あ
え
の
こ
と
、
ア
マ
メ
ハ
ギ
、
農

村
の
原
風
景
な
ど
能
登
独
特
の
営
み
や
景
観

が
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
域
に
古
く
か
ら

伝
わ
る
農
業
や
伝
統
的･

文
化
的
資
源
を
活

用
し
な
が
ら
、
次
世
代
へ
継
承
す
べ
き
重
要

な
農
法
や
生
物
の
多
様
性
等
を
有
す
る
地
域

と
し
て
国
連
の
機
関
か
ら
認
定
さ
れ
た
こ
と

を
契
機
に
、
今
一
度
、
自
ら
が
暮
ら
し
、
生

活
す
る
「
能
登
」
を
学
び
、
地
域
の
世
界
的

な
価
値
を
再
認
識
し
、
地
域
住
民
の
一
人
ひ

と
り
が
自
覚
的
に
、
時
に
は
地
域
一
体
と

な
っ
て
、
そ
の
保
全
・
継
承
に
取
り
組
ん
で

き
）
と
な
る
場
、
あ
る
い
は
地
域
づ
く
り
の

担
い
手
、
リ
ー
ダ
ー
（
幹
）
を
育
て
る
公
民

「
幹
」
と
い
う
よ
う
な
役
割
を
負
っ
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
を
、
筆
者
は
、
公
民
館
の
「
底

力
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

町
民
憲
章
と
能
登
町
の
公
民
館

　

町
民
憲
章
に
よ
る
と
、
能
登
町
は
、「
土

と
水
を
愛
し
、
安
ら
ぎ
の
あ
る
ま
ち
」「
健

康
で
、心
の
ふ
れ
あ
い
を
大
切
に
す
る
ま
ち
」

「
働
く
こ
と
に
感
謝
し
、
創
意
と
工
夫
で
活

力
あ
る
ま
ち
」「
歴
史
に
学
び
、
ス
ポ
ー
ツ

と
文
化
を
育
む
ま
ち
」「
能
登
町
に
誇
り
を

も
ち
、
世
界
と
未
来
に
ひ
ら
け
る
ま
ち
」
を

め
ざ
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
ま
ち
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
能

登
町
に
住
ま
う
地
域
の
皆
さ
ん
が
、
能
登
町

の
魅
力
や
課
題
を
し
っ
か
り
確
認
す
る
こ
と

が
大
切
で
、
そ
の
た
め
に
は
「
学
び
の
活
動

を
通
じ
て
地
域
を
知
る
こ
と
」
で
す
。

い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

能
登
町
は
、
新
た
に
予
算
措
置
し
て
「
特

色
あ
る
公
民
館
活
動
」
を
奨
励
し
、
そ
の
様

子
が
、
こ
の
た
び
の
広
報
で
紹
介
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

予
算
措
置
も
広
報
の
特
集
に
つ
い
て
も
敬

意
を
表
す
る
も
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

区
の
特
徴
や
特
色
を
生
か
し
た
公
民
館
活
動

は
、
世
界
農
業
遺
産
を
生
か
し
た
ま
ち
づ
く

り
に
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
自
覚
的
な
住
民
育

て
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
、
地
域
の
様
々
な

グ
ル
ー
プ
の
多
様
な
活
動
の
展
開
に
よ
り
、

遺
産
や
地
域
文
化
を
保
護
・
継
承
す
る
た
め

の
輪
が
相
乗
的
に
拡
が
る
こ
と
に
な
る
と
思

い
ま
す
。

　

地
域
の
活
力
、
魅
力
あ
る
地
域
は
、
決
し

て
人
口
、
生
産
額
、
観
光
客
、
ハ
コ
も
の
の

数
な
ど
で
評
価
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

地
域
の
住
民
の
意
識
に
よ
る
も
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
意
識
形
成
に
、
学

習
活
動
は
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
活
動
拠
点

が
、
公
民
館
で
す
。

小
間
生
公
民
館

O
m

ou  Com
m

unity  Learning  Center

【所在地】字小間生ル -23
【世帯数】195
【公民館長】谷内靜雄
【電話】76-0275

「
久
田
和
紙
を
守
り
、
育
て
て
い
く
た

め
に
は
原
料
で
あ
る
コ
ウ
ゾ
の
確

保
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
」

　

小
間
生
公
民
館
長
で
あ
り
、
久
田
和
紙
の

製
法
を
受
け
継
ぐ
『
み
わ
会
』
の
会
長
で
も

あ
る
谷
内
靜
雄
さ
ん
は
、
特
色
あ
る
事
業
で

コ
ウ
ゾ
の
移
植
・
植
栽
を
提
案
。
6
月
8
日

に
久
田
地
区
の
休
耕
地
２
０
０
㌶
に
コ
ウ
ゾ

の
苗
50
本
の
植
栽
と
、
山
に
自
生
し
て
い
た

若
木
50
本
の
移
植
に
取
り
組
ん
だ
。

　

作
業
に
は
、
今
年
度
か
ら
里
山
里
海
交
流

を
実
施
し
、
卒
業
証
書
用
の
和
紙
づ
く
り
を

体
験
す
る
柳
田
中
学
校
と
小
木
中
学
校
の
3

年
生
が
協
力
。
み
わ
会
メ
ン
バ
ー
や
地
元
造

園
業
者
ら
と
一
緒
に
汗
を
流
し
た
。

　
「
移
植
・
植
栽
し
た
コ
ウ
ゾ
は
お
お
む
ね

順
調
に
育
っ
て
い
ま
す
。
安
定
し
た
原
料
確

保
の
た
め
に
も
３
０
０
本
を
目
標
に
し
た

い
」
と
語
る
谷
内
さ
ん
。「
荒
廃
地
を
活
用

す
る
こ
と
で
、
久
田
地
区
を
コ
ウ
ゾ
の
一
大

産
地
に
し
た
い
」
と
意
気
込
ん
で
い
る
。

　

昭
和
63
年
に
旧
小
間
生
小
学
校
の
体
験
学

習
と
し
て
復
活
し
た
久
田
和
紙
。
小
学
校
の

閉
校
を
控
え
た
平
成
13
年
9
月
に
み
わ
会
が

設
立
さ
れ
、
そ
の
技
術
を
受
け
継
い
だ
。

　
「
久
田
和
紙
と
い
う
眠
っ
て
い
た
地
域
の

伝
統
文
化
が
発
掘
さ
れ
、
復
活
し
、
受
け
継

が
れ
ま
し
た
。
地
域
に
根
差
し
た
活
動
に
光

を
当
て
る
の
は
、公
民
館
し
か
で
き
ま
せ
ん
。

み
わ
会
を
公
民
館
活
動
の
中
核
に
据
え
て
育

成
し
て
い
く
こ
と
で
、
久
田
和
紙
の
保
存
継

承
を
し
て
い
き
ま
す
」

　

高
齢
化
や
後
継
者
不
足
な
ど
、
抱
え
る
課

題
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。

　
「
継
承
し
て
い
く
た
め
に
は
、
地
域
の
皆

さ
ん
の
理
解
と
協
力
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
そ

の
た
め
に
も
公
民
館
の
規
約
を
作
る
な
ど
体

制
づ
く
り
も
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
」

　

久
田
和
紙
と
い
う
原
石
。
地
域
を
巻
き
込

む
公
民
館
活
動
が
原
石
を
磨
き
、輝
か
せ
る
。

江
戸
時
代
か
ら
伝
わ
り
、
大
正
初
期
に
廃

れ
た
「
久
田
和
紙
」。
小
間
生
公
民
館
は
、

復
活
し
た
伝
統
文
化
を
「
地
域
の
宝
」
と

し
て
保
存
継
承
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

公
民
館
の
役
割
（
底
力
）

　
「
こ
う
み
ん
か
ん
」
は
、
地
域
住
民
に
対

し
学
び
の
機
会
を
提
供
す
る「
公
民
の
館（
や

か
た
）」
で
あ
る
と
と
も
に
、
行
政
や
地
域

の
各
種
団
体
・
機
関
と
地
域
住
民
と
の
「
間

（
あ
い
だ
）」
に
位
置
し
、
必
要
に
応
じ
て
地

域
住
民
と
行
政
と
を
結
ぶ
公
民
「
間
」、
地

域
住
民
に
ひ
と
や
体
験
・
自
然
等
と
の
出
会

い
の
場
を
提
供
し
そ
の
「
感
性
」
を
豊
か
に

す
る
公
民
「
感
」、
社
会
の
し
く
み
や
地
域

課
題
な
ど
に
つ
い
て
の
学
び
を
と
お
し
て
人

生
観
や
職
業
観
な
ど
も
の
の
見
方
や
考
え

方
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
を
持
つ
公
民

「
観
」、
地
域
住
民
に
地
域
で
生
き
、
暮
ら
し
、

働
き
、
支
え
合
い
そ
し
て
学
び
合
う
歓
び
を

提
供
す
る
公
民
「
歓
」、
地
域
住
民
を
強
い

絆
で
結
び
強
固
な
環
を
形
成
す
る
こ
と
に
寄

与
す
る
公
民
「
環
」、
さ
ら
に
は
魅
力
的
で

活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
の
中
核
的
な
幹
（
み

【右】協力してコウゾの苗を植える
柳田中と小木中の生徒。原料として
使えるまでには、最低 3年かかる。
【上】繊維を柔らかくするために棒
でたたく。約 2時間、ひたすらたた
く重労働も中学生が体験した。
【下】和紙で作られたメルヘンドー
ル。みわ会が制作するさまざまな作
品は、年々人気が高まっている。

谷内靜雄 館長

金
沢
大
学
地
域
連
携
推
進
セ
ン
タ
ー
教
授
　
浅
野
秀
重
さ
ん

【PROFILE】あさの・ひでしげ
昭和 29 年千葉県生まれ。石川県
立小松女子専門学校、石川県県民
生活局、石川県教育委員会事務局
等の勤務を経て、平成 10 年から
金沢大学教員。石川県社会教育委
員、日本公民館学会理事など。


