
2425 2015. 2

人権シリーズ vol.105
こころを つなぐ まちづくり

第
８
回 

国
東
市
隣
保
館
ま
つ
り

　
　

 

「
こ
こ
ろ
の
川
柳
」応
募
作
品

　

く
に
さ
き
地
区
人
権
・
同
和
教
育
協
議
会
の
第
二
回
研

修
で
、
長
崎
県
の
部
落
史
を
歩
く
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に

参
加
し
ま
し
た
。

　

ス
タ
ー
ト
場
所
の
崇
福
寺
は
、
長
崎
で
貿
易
を
行
っ
て

い
た
福
建
省
出
身
の
華
僑
の
人
々
が
創
建
し
た
寺
院
で
、

中
国
様
式
の
寺
院
と
し
て
は
日
本
最
古
で
あ
り
、
大
雄
宝

殿
・
第
一
峰
門
は
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

創
建
の
頃
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
に
対
す
る
弾
圧
も
厳
し
さ

を
極
め
、
唐
人
屋
敷
が
で
き
る
ま
で
中
国
人
は
市
中
に
住

ん
で
い
た
こ
と
も
あ
り
、
キ
リ
シ
タ
ン
で
な
い
証
明
が
必

要
で
し
た
。
出
身
地
域
ご
と
の
唐
寺
の
創
建
に
は
、
こ
う

し
た
背
景
が
あ
り
ま
し
た
。
島
原
の
乱
後
に
は
、
寺
院
が

檀
家
で
あ
る
こ
と
（
キ
リ
シ
タ
ン
で
な
い
こ
と
）
を
証
明

す
る
寺
請
制
度
も
始

ま
り
、
全
て
の
人
々

は
ど
こ
か
の
寺
院
に

所
属
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

寺
院
創
建
の
背
景

に
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧

が
あ
り
、
そ
の
結
果

と
し
て
、
長
崎
に
寺

院
が
多
く
あ
る
の
だ

と
い
う
こ
と
を
知
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

長
崎
は
一
五
五
〇
年
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
が

平
戸
を
訪
問
し
て
以
来
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
と
貿
易
を

す
る
た
め
に
最
適
な
地
を
求
め
て
い
ま
し
た
。
一
五
八
〇

年
、
大
村
純
忠
は
、
貿
易
の
利
を
得
る
た
め
長
崎
を
イ
エ

ズ
ス
会
に
寄
進
し
ま
し
た
。
一
五
八
七
年
、
豊
臣
秀
吉
に

よ
る
バ
テ
レ
ン
追
放
令
に
よ
り
教
会
領
で
あ
っ
た
長
崎
を

没
収
、
直
轄
領
と
し
、
長
崎
奉
行
が
置
か
れ
ま
し
た
。
長

崎
に
は
、
博
多
や
豊
後
な
ど
の
貿
易
商
人
が
集
ま
り
内
町

と
呼
ば
れ
る
二
十
三
町
（
本
博
多
町
、
豊
後
町
等
）
が
造

ら
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
、
外
町
に
は
職
人
町
が
造
ら
れ
ま
し
た
。
材
木

町
、
酒
屋
町
、
魚
町
、
桶
屋
町
な
ど
仕
事
に
由
来
す
る
町

名
が
多
く
、
寛
文
期
に
は
八
〇
ヵ
町
に
な
り
ま
し
た
。
職

人
町
の
一
角
に
見
ら
れ
る
皮
屋
町
は
、
寺
町
通
り
に
面
す

る
幣へ

い

振ふ
り

坂ざ
か

の
上
に
あ
り
、
輸
入
牛
皮
を
加
工
す
る
職
人
町

と
し
て
長
崎
の
町
づ
く
り
の
中
で
形
成
さ
れ
、
被
差
別
部

落
の
原
型
と
な
り
ま
し
た
。

　
「
し
し
と
き
川
」
の
上
流
に
は
毛
皮
屋
町
が
あ
り
、
鹿

皮
の
革
製
品
が
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。「
し
し
と
き
」
と

は
「
鹿
解
」
の
こ
と
で
、
鹿
の
解
体
も
行
わ
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
鹿
皮
は
江
戸
時
代
を
通
じ
て
牛
皮
を
扱
っ

た
皮
屋
町
の
人
々
と
違
い
、
町
人
が
扱
っ
て
い
ま
し
た
。

同
じ
皮
製
品
を
扱
う
職
業
で
あ
り
な
が
ら
、
鹿
皮
を
扱
う

人
々
は
、
差
別
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
牛
皮
を
扱
う
人
々
が
差
別
さ
れ
る
の
は
、
い
か
に
作

ら
れ
た
差
別
か
と
感
じ
た
人
は
、
私
一
人
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
長
崎
の
被
差
別
部
落
は
、
二
度
の
移
転
を
経

験
し
、
皮
屋
町
と
い
っ
た
被
差
別
部
落
は
、
明
治
に
な
り

浦
上
山
里
村
馬
込
郷
の
一
地
域
と
な
り
、
そ
の
後
長
崎
市

に
編
入
さ
れ
、
大
正
二
年
浦
上
町
と
な
り
ま
し
た
。

　

戦
後
、
都
市
計
画
に
よ
る
浦
上
町
を
縦
断
す
る
道
路
が

建
設
さ
れ
ま
し
た
が
、
ま
さ
に
部
落
を
消
し
去
ろ
う
と
す

る
か
の
よ
う
な
工
事
で
し
た
。
昭
和
三
十
九
年
「
浦
上

町
」
は
消
滅
し
、
三
町
に
分
割
さ
れ
ま
し
た
。
浦
上
部
落

の
人
々
に
と
っ
て
、
唯
一
残
っ
た
の
は
共
同
墓
地
だ
け
で

し
た
。

　

　

全
部
は
紹
介
し
き
れ
ま
せ
ん
が
、
今
回
の
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
を
通
し
て
、
被
差
別
部
落
に
差
別
さ
れ
る
理
由
は

な
く
、
職
業
や
地
域
へ
の
偏
見
に
よ
る
い
わ
れ
の
な
い
差

別
で
あ
る
と
改
め
て
痛
感
し
ま
し
た
。

（
文
責　

国
見
分
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伊
美
）
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光

日時 ３月７日（土）
　　 午前９時30分～12時
場所 アストくにさき「アストホール」
内容 人権作文・詩の朗読、
　　 人権コンサート、作品展示など

国東町
人権フェスティバル
大分県出身の子育てシンガーM

も

O
ん

Nさんによ
る、いのちや人権をテーマにした「トーク＆コ
ンサート」を開催します。数多くの方々に感動
や共感を与えています。ご期待ください。

〔問合先〕 社会教育課 ☎0978－72－2121
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〜
長
崎
の
部
落
史
を
歩
く
〜

　
平
成
27
年
は
、
未
年
。
羊
は
家
族
の
安
泰
や
平
和
を
も
た
ら
す
縁
起
の
良
い
も
の
と

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
今
年
は
、
未
の
よ
う
に
穏
や
か
安
寧
な
一
年
に
な
れ
ば
良
い
な
あ

と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
年
の
夜
か
ら
正
月
の
二
日
頃
ま
で
天
候
が
荒
れ
ま
し
た
ね
。

　
大
晦
日
、
紅
白
歌
合
戦
が
終
わ
り
除
夜
の
鐘
が
鳴
る
頃
、
外
は
か
な
り
の
強
い
風
が

吹
き
荒
れ
て
お
り
、
お
寺
に
行
こ
う
か
行
く
ま
い
か
迷
っ
て
い
ま
し
た
。
亡
父
の
位
牌

が
で
き
た
の
で
白
木
の
位
牌
を
焼
く
の
で
す
が
、
こ
の
天
気
で
は
な
あ
・
・
・
。

　
で
も
、
位
牌
を
布
に
包
み
１
キ
ロ
ほ
ど
先
の
寺
に
急
ぎ
ま
し
た
。
さ
す
が
に
人
手
は

例
年
よ
り
少
な
い
よ
う
で
し
た
が
、
三
々
五
々
集
ま
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
口
々

に
「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
新
年
の
挨
拶
を
交
わ
し
な
が
ら
、
お
参
り
し
た
り

甘
酒
を
い
た
だ
い
た
り
し
て
い
ま
す
。
私
は
鐘
を
つ
き
、
お
参
り
を
し
て
か
ら
、
火
の

そ
ば
に
行
き
ま
し
た
。

　
火
は
勢
い
よ
く
燃
え
て
い
ま
す
。
位
牌
を
取
り
だ
し
、
声
を
か
け
て
か
ら
火
の
中
に

投
じ
ま
し
た
。
何
と
声
を
か
け
た
か
覚
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
白
木
の
位
牌
は
オ
レ
ン
ジ

色
の
炎
の
中
で
徐
々
に
炭
化
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
様
を
じ
っ
と
見
な
が
ら
、
父
が
亡

く
な
っ
て
か
ら
も
う
一
年
近
く
が
経
っ
て
い
る
ん
だ
な
あ
と
し
み
じ
み
思
い
ま
し
た
。

　
年
明
け
は
強
い
風
と
少
し
の
雪
と
冷
た
い
気
温
の
正
月

で
し
た
。
外
に
は
粉
雪
が
舞
い
、
ゴ
ー
ゴ
ー
と
風
が
吹
い

て
い
ま
す
。
最
近
の
気
象
を
み
て
い
る
と
、
か
な
り
荒
っ

ぽ
い
と
言
う
か
極
端
な
天
気
が
多
く
な
っ
た
様
に
思
え
ま

す
。
雨
が
降
れ
ば
豪
雨
、
雪
は
豪
雪
、
竜
巻
や
強
風
。
温

暖
化
の
影
響
で
し
ょ
う
か
。

　
今
年
は
、
災
害
の
無
い
穏
や
か
な
一
年
で
あ
る
こ
と
を

祈
り
ま
す
。
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【募集業種】　飲食業（国東の食材を活用した喫茶メニュー・ランチメニュー）
【設　　備】　アストくにさき厨房設備とオープンスペースを活用
【実施時期】　平成27年６月末までにオープン予定
【営業時間】　アストくにさき開館日の午前10時～午後６時
【運　　営】　民間に厨房設備を賃貸し、事業運営は民間主体で行います。
【初期費用等】　・初期設備費として改修工事費等約1,000万円の全額

　（概算見積額のため変更する場合があります）
　※ただし、大分県の総合補助金制度を活用可能
・施設使用料は５年間免除
・光熱水費は実費負担

【申込み期限】　３月６日（金）
応募者多数の場合は、選考委員会により
３月末までに決定します。

アストくにさき内のテナント募集アストくにさき内のテナント募集
　国東市民の憩いの場として、また図書館利用と連動し、地域文化・観光情報等の発信基地
として、来訪者への情報提供の機能を併設したカフェ施設を、アストくにさき内に設置する
ためにテナントを募集します。
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３月末までに決定します。

【申込み・問合先】社会教育課 管理係（アストくにさき１階）☎０９７８－７２－２１２１

詳しくは、市ホームページをご覧ください。
▲オープンスペース


