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5 1 ２面…困難を生きる力に変えるヒント（女
　　　性編）、映像から「今」を考える、
　　　地域を知る講座、ロビーミニ講習会、
　　　世界のレシピ
３面…田無公民館まつり

　
ど
ん
な
公
民
館
を
実
現
す
る
か
、

そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
機
能
が
必

要
か
を
議
論
し
、
共
有
し
、
公
民
館

職
員
案
と
の
折
衷
案
と
し
て
、
基
本

設
計
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
駅
前
と

い
う
利
便
性
を
考
え
、
交
流
の
場
、

文
化
創
造
の
広
場
に
す
る
こ
と
、
既

存
の
施
設
に
な
い
機
能
を
も
た
せ
る

こ
と
を
基
本
原
則
に
し
ま
し
た
。

　
必
要
な
部
屋
が
決
定
し
た
後
は
、

部
屋
ご
と
に
担
当
を
決
め
て
検
討
し

ま
し
た
。
そ
の
際
、
利
用
サ
ー
ク
ル

か
ら
当
時
の
問
題
点
や
要
望
な
ど
を

聞
き
、
反
映
さ
せ
ま
し
た
。
各
担
当

の
案
を
全
体
会
議
で
検
討
し
、
問
題

が
あ
れ
ば
各
担
当
で
再
検
討
し
、
ま

た
全
体
会
議
で
練
り
上
げ
る
と
い
う

方
法
で
ね
ば
り
強
く
進
め
、
実
施
設

計
を
作
り
あ
げ
ま
し
た
。

　
会
議
で
は
多
数
決
方
式
を
と
ら
ず
、

み
ん
な
が
納
得
す
る
ま
で
、
時
間
を

か
け
て
話
し
合
い
ま
し
た
。
朝
か
ら

晩
ま
で
１
日
か
け
て
話
し
合
っ
た
こ

と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
例
え
ば
、
視
聴
覚
室
は
、
社
交
ダ

ン
ス
の
サ
ー
ク
ル
か
ら
ダ
ン
ス
が
で

き
る
床
に
し
て
ほ
し
い
と
、
床
材
も

指
定
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
音
響

と
防
音
に
配
慮
し
た
部
屋
に
す
る
こ

と
に
な
っ
た
た
め
、
時
間
を
か
け
て

話
し
合
い
、
社
交
ダ
ン
ス
の
サ
ー
ク

ル
の
合
意
も
得
て
、
音
を
吸
収
す
る

カ
ー
ペ
ッ
ト
の
床
に
し
ま
し
た
。

　
障
が
い
者
学
級
で
あ
る「
く
る
み

学
級
」は
、
柳
沢
公
民
館
開
館
前
は

東
伏
見
公
民
館
の
カ
ー
ペ
ッ
ト
を
敷

い
た
専
用
の
部
屋
で
活
動
し
て
い
ま

し
た
。
柳
沢
公
民
館
に
専
用
の
部
屋

を
設
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、

学
級
の
活
動
に
十
分
な
広
さ
の
第
一

会
議
室
を
活
動
場
所
と
し
て
位
置
づ

け
、
学
級
生
が
自
分
た
ち
の
居
場
所

と
し
て
安
心
し
て
活
動
で
き
る
よ
う

に
、
学
級
の
活
動
に
必
要
な
も
の
を

し
ま
っ
た
り
、
作
品
を
展
示
し
た
り

で
き
る
戸
棚
を
設
け
ま
し
た
。

　
実
施
設
計
を
終
え
て
、
建
設
検
討

委
員
会
を
解
散
す
る
に
あ
た
り
、
市

民
参
加
の
意
義
と
成
果
を
明
確
に
す

る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
の
検
討
事
項

や
考
え
方
、
ど
の
よ
う
な
願
い
を
こ

め
た
か
な
ど
を
ま
と
め
て
残
す
こ
と

に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
昭
和
59
年

５
月
に『「
柳
沢
駅
南
口
公
民
館
・
図

書
館
」建
設
に
関
す
る
覚
え
書
き
』と

し
て
公
表
し
ま
し
た
。

　
市
民
の
要
望
が
実
現
さ
れ
て
い
る

か
見
届
け
た
い
と
、
工
事
現
場
の
見

学
と
説
明
を
求
め
る
と
、
社
会
教
育

課
は
誠
実
に
対
応
し
て
く
れ
ま
し
た
。

公
民
館
運
営
審
議
会
委
員
や
サ
ー
ク

ル
の
人
た
ち
と
一
緒
に
ヘ
ル
メ
ッ
ト

を
か
ぶ
っ
て
、
建
設
中
の
施
設
の
視

察
を
数
回
行
い
ま
し
た
。
最
後
は
昭

和
61
年
８
月
で
、
覚
え
書
き
に
基
づ

い
て
点
検
を
行
い
、『
覚
え
書
き
・
そ

の
後
』
を
作
成
し
ま
し
た
。

　
あ
れ
か
ら
約
30
年
。
委
員
長
と
し

て
建
設
検
討
委
員
会
を
ま
と
め
た
奥

津
さ
ん
は
、
今
、
こ
う
言
い
ま
す
。

　「
喫
茶
コ
ー
ナ
ー
を
利
用
し
て
い

る
時
に
働
く
人
の
元
気
な
声
を
耳
に

し
た
り
、
印
刷
を
し
て
い
る
時
に
部

屋
か
ら
音
楽
サ
ー
ク
ル
の
合
唱
や
演

奏
が
聞
こ
え
て
き
た
り
す
る
と
、
と

て
も
楽
し
く
な
り
ま
す
。
市
民
が
参

加
し
て
つ
く
っ
た
公
民
館
が
、
さ
ま

ざ
ま
な
市
民
の
活
動
の
場
に
な
っ
て

い
る
と
感
じ
ま
す
」

　
柳
沢
公
民
館
は
、
昭
和
62（
１
９

８
７
）年
４
月
１
日
に
開
館
し
ま
し

た
。
建
設
が
決
ま
っ
た
昭
和
58
年
当

時
、
旧
保
谷
市
で
は
、
市
内
４
駅
近

く
に
公
民
館
を
設
置
す
る
４
館
構
想

が
策
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
柳
沢
公

民
館
は
、
そ
の
構
想
を
現
実
の
も
の

と
す
る
初
め
て
の
公
民
館
と
し
て
、大

き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

誰
も
が
自
由
に
立
ち
寄
る
こ
と
が

で
き
、展
示
も
で
き
る
広
い
ロ
ビ
ー
、

障
が
い
が
あ
る
人
が
市
民
と
交
流
し

な
が
ら
働
く
喫
茶
コ
ー
ナ
ー
、
100
人

規
模
の
音
楽
会
や
映
画
会
も
可
能
な

視
聴
覚
室
、
庭
の
あ
る
保
育
室
、
木

工
や
陶
芸
な
ど
に
適
し
た
工
作
室
と

い
っ
た
特
色
あ
る
施
設
は
、
市
民
主

体
の
建
設
検
討
委
員
会
で
の
議
論
の

結
果
、
実
現
し
た
も
の
で
す
。

　

建
設
検
討
委
員
会
は
、
昭
和
58
年

３
月
か
ら
翌
年
５
月
ま
で
の
間
に
、

15 
回
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
時
の
活
動
に
つ
い
て
、
奥
津
と

し
子
さ
ん
と
伊
藤
幸
子
さ
ん
は
次
の

よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　
社
会
教
育
施
設
で
あ
る
公
民
館
の

建
設
に
市
民
と
し
て
設
計
段
階
か
ら

参
加
す
る
こ
と
の
意
義
は
、
単
に
意

見
を
述
べ
る
だ
け
で
な
く
、
市
民
が

主
体
的
に
、
自
由
に
学
習
で
き
る
公

民
館
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
に
あ
り

ま
す
。
こ
の
こ
と
を
建
設
検
討
委
員

会
の
柱
と
し
て
大
切
に
し
ま
し
た
。

　
「
私
た
ち
が
使
う
公
民
館
を
私
た

ち
で
つ
く
ろ
う
」と
い
う
気
持
ち
で
、

み
ん
な
で
望
ま
し
い
公
民
館
像
を
学

び
、
知
恵
を
出
し
合
い
、
夢
を
語
り

合
い
な
が
ら
、
基
本
設
計
か
ら
実
施

設
計
ま
で
行
い
ま
し
た
。

〜
市
民
が
設
計
し
た
公
民
館
〜

柳
沢
公
民
館
開
館
30
周
年

　
今
年
4
月
で
開
館
30
周
年
を
迎
え
た
柳
沢
公
民
館
は
、
市
民
参
加
で
設
計
さ
れ
た
こ
と
を
ご
存
じ
で
す
か
。

　
編
集
室
で
は
、
柳
沢
駅
南
口
公
民
館
・
図
書
館
建
設
検
討
委
員
会（
以
下「
建
設
検
討
委
員
会
」）委
員
と

し
て
、
基
本
設
計
と
実
施
設
計
に
携
わ
っ
た
奥
津
と
し
子
さ
ん
と
伊
藤
幸
子
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

写真で見る　いまむかし　旧保谷市の公民館は、昭和 22（1947）年10月に、現在の保谷小学校と同じ場所にあった保谷中学校内
に設置されたことに始まります。東京都で4番目に設立された公民館でした。昭和36年には、東伏見小
学校敷地内に独立した建物ができて移転。昭和46年に住吉町に本館が開館すると（旧住吉公民館）、東伏
見小学校内の公民館は分館となりました。
　昭和51年には公民館に専任の館長が配置され、昭和52年に職員体制が館長以下３人から５人に増え、
公民館活動はますます活発になりました。例えば、手書き謄写印刷の公民館だよりが復刊し、専用の保育
室がない中、和室を利用した女性対象の託児付き事業が始まりました。利用者懇談会や講座準備会の開催
など、公民館運営や公民館事業に市民が参加できるしくみもつくられました。公民館だよりは編集会議が
公開され、市民が企画から取材、原稿作成、レイアウト等に加わるようになり、講座は市民の意見や要望を
とりいれて企画されるようになりました。
　昭和57年４月には、東伏見分館が独立して館長と職員が配置され、住吉公民館と東伏見公民館の2館
体制となりました。東伏見公民館は、柳沢公民館開館の前日、昭和62年３月31日に閉館しました。

　西武柳沢駅南口に建設される都営住宅に、公民館・図書館が併設されることが決まったのは、２館体制
になってから1年も経過しない、昭和58年２月のことでした。同月、住吉公民館の託児付きの女性問題講
座から生まれた自主サークルのメンバーは、建設予定の公民館に専用の保育室の設置を求める要望書を提
出しています。
　３月14日、教育委員会は、教育委員、社会教育委員、住吉・東伏見公民館運営審議会委員の合同懇談
会を開催。次いで、同月19日に、東伏見小学校で「市民の意見を聞く会」を開きました（約90人の市民が
参加）。この場で、参加者から市民参加の建設検討委員会の設置が提案されると、「柳沢駅南口公民館・図
書館建設検討委員会設置要綱」を制定し、市民の代表17人と教育長ら事務局６人から構成される建設検
討委員会を発足させました。市民代表は教育委員１人、社会教育委員２人、住吉・東伏見公民館運営審議
会委員各２人、公民館利用者代表５人、図書館利用者代表５人から構成されました。その後、保谷市図書
館協議会が設置されると図書館協議会委員２人が加わりました。

市
民
が
主
体
的
に

み
ん
な
が
納
得
す
る
ま
で

開
館
ま
で
見
守
る
た
め
に

柳
沢
公
民
館
開
館
30
周
年

旧保谷市の公民館

柳沢駅南口公民館・図書館建設検討委員会の発足

左：奥津とし子さん
　　（90歳）
右：伊藤幸子さん
　　（81歳）

ヘルメットをかぶって建設中の施設を視察

東鳩製菓保谷工場

東鳩製菓保谷工場（撮影年不詳）
西東京市中央図書館地域・行政
資料室所蔵

現在の東伏見三丁目
撮影：牟田信幸（栄町在住）

お
く
つ

い
と
う　

さ
ち
こ

　東鳩東京製菓株式会社（現在は「株式会社東ハト」）の保
谷工場は、昭和31（1956）年に完成し、平成６（1994）年
に関東工場と統合するまで、菓子製造を中心に操業してい
ました。その跡地では、平成８～９年に下野谷遺跡の発掘
調査（第７次）が行われました。


