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　　　奈良市針町２１９１番地
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夏休みに仲良く親子で
　　　　　　陶 芸 体 験 ！ 　　　　　　生活に潤いを！！

日　時：７月２５日（金） 日　時：第１回　７月５日（土） 日　時：７月４日（金）
　　　　　午前の部　１０時～１２時 　　　　第２回　８月２日（土） 　　　　１４時～１６時

　　　　　午後の部　１４時～１６時 　　　　各回とも１４時～１６時
場　所：都祁公民館　実習室１・２

場　所：都祁公民館　実習室１・２ 場　所：都祁公民館　実習室１・２
内　容：自分好みの作品作り

内　容：初歩的な陶芸を学ぶ 内　容：第１回　作品作り 　　　　講師の皆さんの親切な指導有
　　　　第２回　絵付け

講　師：陶芸家　稗田真理子さん 講　師：陶芸家　稗田真理子さん 講　師：伊賀焼大内窯の皆さん

対　象：都祁地域在住・在勤の成人 対　象：都祁地域在住で
　　　　午前・午後それぞれ ２０人 　　　　女性　１５人 　　　　　　　６０歳以上の方々
費　用：ひとり　７００円（材料費） 費　用：１，０００円（材料費） 費　用：２，６００円（材料費）

〆　切：７月１５日（火） 〆　切：６月１５日（日） 〆　切：６月２５日（水）

持ち物：手拭タオル、飲み物 持ち物：手拭タオル、飲み物

「
目
に
も
青
葉
・
・
・

」
ち
ょ
っ
と
！

　
　
館
　
長
　
 

植
 

田
　
隆

か
ら
紫
色
、
灰
色
ま
で
も
表
す
言
葉
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。

　
奈
良
時
代
や
平
安
時
代
の
「
青
」

の
形
容

詞
が
緑
色
を
表
す
言
葉
で
あ
っ
た
た
め
、

そ

昨年の作品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
合
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
加
し
ま
せ
ん
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
に
も
載
っ

て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
す
。

一
度
ご
覧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
だ
、

今
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
講
座
は
始
ま
っ

た

の
名
残
が
今
も
残
っ
て
い
る
か
ら
だ
そ
う
で

す
。

　
都
祁
散
策
か
ら
話
が
だ
い
ぶ
そ
れ
ま
し
た

が
、
散
策
の
様
子
は
公
民
館
だ
よ
り
や
、

生

涯
学
習
財
団
の
都
祁
公
民
館
の
ホ
ー

ム
ペ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
か
ら
で
も
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
か
り
で
す
。

他
に
も
緑
色
を
し
て
い
る
の
に
「
青
」
と

言
う
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
「
青
リ
ン
ゴ
」
「
青
菜
」
「
青
梅
」

「
青
豆
」
「
青
梨
」
「
青
海
苔
」
「
青
汁
」

と
茂
る
」
「
青
葉
」
「
青
虫
」
「

青
木
」
「

青
竹
」
「
青
畳
」
「
青
苔
」
「
青
物
」
「

青

果
」
「
青
松
」
「

青
桐
」
「
青
瓢
箪
」

な
ど

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
な
ぜ
緑
色
な
の
に
青
と
書
く
の
で
し
ょ

う
。

そ
れ
は
こ
う
い
う
事
で
す
。
古
代
の
日
本
語

に
は
色
を
表
す
形
容
詞
が
「
白
し
」
「

赤
し
」

「

青
し
」
「
黒
し
」
の
四
つ
し
か
な
く
、

そ

の
四
つ
の
言
葉
で
全
部
の
色
を
表
現
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
た
め
四
つ

の
形
容
詞
は
、
現
在
の
「
白
」
「

赤
」
「

青
」

「

黒
」
よ
り
表
現
す
る
範
囲
が
広
く
、

奈
良

俳
句
で
は
、
「
目
に
も
青
葉
・
・
・
」
と

な
っ
て
い
ま
す
。
緑
葉
で
は
な
く
青
葉
で

す
。
そ
う
い
え
ば
信
号
は
「
青
信
号
」
で

す
ね
。
緑
信
号
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
な
ん

か
変
で
す
ね
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
葉
樹
林
は
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ
や
か
な
新
緑
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
針
葉
樹
林
は
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
緑
で
す
。
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
に
先
ほ
ど
の

し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
イ
キ
ン
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
途
中
で
あ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
思
う
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
ま
し
た
。

対　象：都祁地域在住の小学生と保護者

持ち物：エプロン、手拭タオル、飲み物

で
し
た
。
三
陵
墓
古
墳
の
つ
げ
ま
ろ
君
に

会
い
、
城
山
に
登
り
昼
食
、
国
津
神
社
、

都祁公民館だより 平成２６年　６月  ７日

都祁公民館だより

講座のお問い合わせ・お申込みは、電話・ＦＡＸで都祁公民館まで（月曜日・祝日は休館日です）TEL＆FAX　0743-82-1362

陶芸体験
自分好みの力作を
つげまつりに出展

木
々
の
若
葉
も
色
が
だ
ん
だ
ん
と
濃
く
な

っ
て
き
ま
し
た
。
ま
さ
に
「
目
に
も
青
葉

山
ホ
ト
ト
ギ
ス
・
・
・
・
」
に
ふ
さ
わ
し

い
季
節
に
な
り
ま
し
た
。

　
そ
ん
な
中
、
都
祁
公
民
館
主
催
の
講
座

で
ト
ッ
プ
を
切
っ
て
行
っ
た
の
が
「
都
祁

散
策
（
貝
那
木
山
城
（
（
通
称
：
城
山
）
」

都祁高齢者学級

　自分で作った作品で

 
都
祁
の
里
も
季
節
が
進
み
周
り
の
山
の

「

青
じ
そ
」
「
青
ね
ぎ
」
「
青
麦
」
「

青
々

　夏休
な つ や す

み！

　　おやこ陶芸体験
と う げ い た い け ん

つげ女性セミナー
女性の為の陶芸教室

雄
神
神
社
を
巡
り
ま
し
た
。

天
候
も
良
く
自
然
に
囲
ま
れ
た
緑
の
木
々

の
間
を
歩
き
、
き
れ
い
に
稲
が
植
え
ら
れ

た
水
田
の
横
を
歩
い
て
神
社
に
参
拝
し
ま

時
代
や
平
安
時
代
の
「
青
」
は
現
在
の
緑
色

（城山山頂からの都祁の里） 
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第２号

公益財団法人　奈良市生涯学習財団の情報を公開しています　http://manabunara.jp “学ぶなら（奈良） 学ぶ奈良 検索

バックナンバー（カラー）がホームページでみられます。施設紹介→都祁公民館→詳しくはこちら→公民館だより

指
導
で
、
受
講
者
も
笑

 
 
手
軽
に
で
き
る

　
　
　
チ
ェ
ア
ー
エ
ク
サ
サ
イ
ズ

　
五
月
二
十
三
日
（
金
）
第
一
回
都
祁
高
齢
者

学
級
を
開
催
し
ま
し
た
。

　
講
師
に
、

健
康
運
動
指
導
士
、
大
谷
恵
子
さ

ん
を
招
き
、

手
軽
に
で
き
る
チ
ェ
ア
ー
エ
ク
サ

サ
イ
ズ
の
指
導
を
受
け
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
分
の
ペ
ー
ス
で
出
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
ス
ト
レ
ッ
チ
体
操
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
脳
や
神
経
を
刺
激
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
指
体
操
な
ど
、
健
康
維

持
に
役
立
つ
盛
り
沢
山

の
内
容
で
し
た
。

講
師
先
生
の
笑
顔
で
楽

し
い
会
話
を
ま
じ
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
あ
お
き
　
あ
き
お

こ
ん
な
講
座
が
あ
り
ま
し
た
！
（
公
民
館
主
催
講
座
）

都
祁
高
齢
者
学
級

絶
景
や
畑
菜
の
花
咲
き
乱
る

風
光
る
助
け
合
い
の
輪
献
血
車

普
段
着
の
舞
妓
と
会
ひ
ぬ
花
の
冷
え

潮
う
ず
き
鳴
門
の
潮
の
逆
さ
渦

啓
蟄
や
世
間
が
少
し
ず
つ
動
く

花
ば
な
の
外
れ
て
節
あ
り
田
原
坂

種
々
の
種
子
蒔
き
て
夢
見
る
春
一
日

 
五
月
二
十
五
日

（
日

）
「
プ
チ
田
舎
暮
ら
し

　
プ
チ
田
舎
暮
し

ー
草
　
も
　
ち
 
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
今
岡
　
和
子

　
　
　
　
　
　
　
　
今
　
た
だ
し

　
編
集
後
記
▼
梅
雨
の
語
源
は
「
梅
」
の
実
が
熟
す

　
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

 
 

公
民
館
利
用
者
へ
の
お
願
い

　
　
去
る
五
月
公
民
館
駐
車
場
に
お
い
て
、
利
用
者

　
の
車
が
「
車
上
荒
し
」

の
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

　
駐
車
さ
れ
る
時
は
、

車
内
に
貴
重
品
等
は
置
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
三
宅
　
修
子

　
　
　
　
　
　
　
　
三
宅
　
貞
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
瀬
川
　
冨
貴
子

　
　
　
　
　
　
　
　
山
下
　
敬
輔

　
で
す
。

　
時
期
で
す
。
防
災
意
識
を
持
っ
て
備
え
た
い
も
の

　
　
梅
雨
期
は
大
雨
に
よ
る
災
害
の
発
生
し
や
す
い

　
が
当
て
ら
れ
た
と
い
う
説
な
ど
が
あ
る
。

　
」

日
の
よ
う
に
雨
が
降
る
か
ら
「
梅
」
と
い
う
字

　
梅
雨
」
に
転
じ
た
と
い
う
説
、
こ
の
時
期
は
「

毎

　
ら
「
黴
雨
（
ば
い
う
）
」

で
こ
れ
が
同
じ
音
の
「

　
は
湿
度
が
高
く
「
カ
ビ
」

が
生
え
や
す
い
こ
と
か

　
る
頃
で
あ
る
こ
と
か
ら
と
い
う
説
や
、
こ
の
時
期

都祁公民館だより 平成２６年　６月  ７日

貝
那
木
山
ハ
イ
キ
ン
グ

　
都
祁
散
策

　
散
策
の
五
月
十
八
日
は
天
候
に
も
恵
ま
れ

春
風
の
爽
や
か
な
中
、
二
十
九
名
の
参
加
者

が
あ
り
、
都
祁
の
里
を
満
喫
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
貝
那
木
山
山
頂
か
ら
の
眺
め
は

最
高
で
し
た
。

　
案
内
人
に
奈
良
市
文
化
振
興
課
植
松
さ
ん

を
招
き
、
ま
た
、

都
祁
ス
ポ
ー
ツ
協
会
の
サ

ポ
ー

ト
を
受
け
て
、

貝
那
木
山
城
跡
と
付
近

の
神
社
な
ど
、
説
明
を
受
け
な
が
ら
、
ゆ
っ

く
り
歩
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

・
野
草
や
花
に
詳
し
い
人
が
案
内
人
に
加
わ

　
わ
っ
て
も
ら
え
ば
嬉
し
い
。

な
ど
の
声
が
聞
か
れ
成
功
裏
に
終
り
ま
し
た
。

◆
参
加
者
か
ら
は

・
今
回
の
よ
う
な
ハ
イ
キ
ン
グ
等
の
回
数
を

　
増
や
し
て
ほ
し
い
。
・
車
で
よ
く
通
る
が

　
散
策
し
た
こ
と
が
な
く
、
ゆ
っ
く
り
歩
け

　
て
良
か
っ
た
。

・
歴
史
に
つ
い
て
良
く
解

　
か
っ
た
。
・
場
所
、
季
節
等
大
変
良
か
っ

　
た
。
更
に
都
祁
の
歴
史
、
文
化
に
興
味
を

　
持
っ
た
。
・
地
元
民
で
す
が
、
通
称
の
知

　
識
の
外
、
正
規
の
説
明
は
最
高
で
あ
っ
た
。

に
出
展
し
ま
し
ょ
う
。
講
座
の
案
内
は
反
対
面

顔
と
、
笑
い
声
の
た
え
な
い
高
齢
者
学
級
と
な

り
ま
し
た
。

　
次
回
の
都
祁
高
齢
者
学
級
は
、
七
月
四
日
（

金
）
十
四
時
か
ら
、
伊
賀
焼
大
内
窯
の
皆
さ
ん

を
講
師
に
迎
え
陶
芸
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

自
分
好
み
の
作
品
を
作
り
、
「

つ
げ
ま
つ
り
」

者
学
級
未
申
込
者
の
ご
参
加
大
歓
迎
で
す
。

に
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
六
月
二
十
五
日
ま
で

に
公
民
館
へ
申
込
み
願
い
ま
す
。
な
お
、
高
齢

」
草
も
ち
作
り
を
行
い
ま
し
た

。

「
よ
も
ぎ

」
は

、
私
た
ち
の
一
番
身
近
な
山
菜

の
ひ
と
つ
で
す

。
昔
は

、
よ
も
ぎ
餅
を
お
雛
様

に
お
供
え
し
ま
し
た

。
香
り
高
く
繁
殖
力
の
強

い
よ
も
ぎ
を
餅
に
し
て
子
孫
繁
栄
・
無
病
息
災

を
祈
る
た
め
で
す

。

　
ま
ず
は

、
近
く
の
田
ん

ぼ
の
土
手
で
よ
も
ぎ
の
若

葉
の
摘
み
取
り
で
す

。

公
民
館
に
持
ち
帰
り

、
ゴ

ミ
を
除
き
水
洗
い
し
て

、

重
曹
を
入
れ
た
お
湯
で
湯

が
き
ま
す

。
良
い
香
り

、

良
い
色
合
い

、
わ
い
わ
い

が
や
が
や
和
や
か
な
中
作
業
は
順
調
で
す

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
よ
い
よ

、
お
も
ち
や

　
　
　
　
　
　
　
　
団
子
作
り
で
す

。
皆
で
力

　
　
　
　
　
　
　
　
を
合
わ
せ
こ
ね
ま
す

。

に
根
ざ
し
た
食
・
農
・
技
の
体
験

、
文
化
と
人

の
交
流
を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た

。

　
　
　
　
　
　
　
　
最
後
に
丸
め
て
出
来
上
が

　
　
　
　
　
　
　
　
り
で
す

。

　
　
　
　
　
　
　
　
◆
参
加
者
か
ら
は

　
　
　
　
　
　
　
　
・
時
期
に
合

っ
た
内
容
で

　
　
　
　
　
　
　
　
参
考
に
な

っ
た

。
・
思

っ

た
よ
り
も
簡
単
で
楽
し
か

っ
た

。
家
で
も
作
り

た
い

。
・
よ
も
ぎ
の
茹
で
方
が
勉
強
に
な

っ
た

。
・
田
舎
の
良
さ
を
満
喫
で
き
た

。
な
ど
の
声

が
聞
か
れ

、
開
催
の
趣
旨
で
あ
る
風
土
と
歴
史

◆ 
黄 
楊 
俳 
句 
会 
◆ 

たどたど 

ああしんど！あと少し 

貝那木山城跡（頂上） 

よもぎの摘み取りの様子 

皆で力を合わせ餅作り 


