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今
年
は
亥
年
で
す
。
イ
ノ
シ
シ
は
突

っ
走
る
と
も
言
い
ま
す
が
、
ウ
リ
坊
は

可
愛
い
も
の
で
す
ね
。
子
ど
も
の
う
ち

は
可
愛
い
け
ど
大
き
く
な
る
と
悪
戯
を

し
て
農
作
物
を
荒
ら
し
て
困
り
ま
す
ね
。

暮
れ
に
大
掃
除
、
餅
つ
き
、
お
飾
り
と

お
正
月
を
迎
え
る
準
備
と
忙
し
い
日
々

を
過
ご
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
我
が
家

で
は
昔
か
ら
「
一
夜
飾
り
は
い
け
な
い

縁
起
が
悪
い
」
と
親
の
代
か
ら
言
わ
れ

私
は
12
月
28
日
又
は
9
を
避
け
て
30
日

に
お
飾
り
を
し
て
正
月
を
迎
え
る
準
備

を
し
ま
す
。
ま
た
我
が
家
で
は
こ
こ
数

年
餅
つ
き
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
主
人
を

亡
く
し
て
か
ら
毎
年
い
と
こ
が
餅
米
1

袋
と
3
軒
分
の
お
餅
を
持
っ
て
来
て
く

れ
ま
す
。
娘
も
孫
達
も
持
っ
て
行
っ
て

喜
ん
で
食
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
友
達
が

営
ん
で
い
る
お
店
で
は
、
毎
年
28
日
に

餅
つ
き
を
や
り
大
勢
の
知
人
が
集
ま
り

ワ
イ
ワ
イ
騒
ぎ
な
が
ら
お
手
伝
い
。
そ

し
て
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り
楽
し
ん
だ
後

は
、
お
餅
を
貰
っ
て
帰
っ
て
来
ま
す
。

　

お
餅
は
、
正
月
早
々
お
雑
煮
に
し
た

り
、
お
し
る
こ
、
き
な
粉
で
安
倍
川
餅

に
し
た
り
、
ま
た
ク
ル
ミ
味
噌
を
つ
け

て
美
味
し
く
食
べ
て
い
ま
す
。
本
当
に

有
難
い
こ
と
で
す
。

　

さ
て
、
昨
年
は
日
本
全
国
で
長
い
猛

暑
で
し
た
ね
。
ま
た
九
州
か
ら
北
海
道

ま
で
が
集
中
豪
雨
に
襲
わ
れ
被
害
が
相

次
ぎ
、
そ
の
う
え
地
震
、
最
悪
に
も
同

じ
コ
ー
ス
を
辿
る
台
風
が
幾
つ
か
日
本

列
島
に
上
陸
し
こ
れ
も
ま
た
被
害
が
大

き
く
、
尊
い
命
を
失
う
方
も
多
く
い
ま

し
た
。
こ
れ
に
伴
い
野
菜
類
も
高
値
に

な
り
生
活
上
家
庭
内
に
も
苦
難
が
続
き

ま
し
た
。
今
年
は
そ
ん
な
年
で
な
い
よ

う
願
い
た
い
も
の
で
す
。

　

正
月
は
成
人
式
、
繭
玉
作
り
と
行
事

が
沢
山
あ
り
ま
す
。
無
病
息
災
を
願
っ

て
健
康
で
元
気
に
働
け
る
よ
う
頑
張
り

ま
し
ょ
う
。
な
お
、
中
身
の
充
実
あ
る

公
民
館
報
を
作
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
頑
張
り
ま
す
の
で
、
今
年
も
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

 

編
集
委
員　
　

山
浦　

民
子

『どんど焼き』
― 池の前分館 ―

　無病息災・五穀豊穣を祈る小
正月の伝統行事。正月飾り・し
め縄・書き初めなどを各々が持
ち寄り、畑などで一カ所に積み
上げて燃やすという日本全国に
伝わる火祭り。
　池の前では、前年中に大きな
支柱を建て、周囲に藁を巻きつ
けます。毎年子どもたちや厄男
厄女を中心に、区民が縁起物を
持ち寄り、安全のもと、大きく
立派に焼きあげます。

【内容】
16 『新年のごあいさつ』

ご案内 邦楽のつどい
18 『ぼくとわたしの作品』

（美南ガ丘小学校）

ご案内 新年児童生徒書初め展
19 報告 公民館研修講座
五行歌（こもろ五行歌の会）

20 募集 2月公民館講座
21 写真 敬老会

お知らせ 文化会館スケジュールなど


