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●市役所電話（代表）
☎0422-45-1151

	 交換手に部署名をお伝えください。
●相談先のご案内は				市民相談専用電話 
　☎0422-44-6600
●あなたのご意見を	　市民の声専用FAX
　 0422-48-2810
●子どもを見守る　安全安心メールの登録
　 maam@req.jp（空メールを送信）
●いつでも無料で	　防災無線の内容確認 
　☎0120-119-921（フリーダイヤル）

むさしのFM  78.2MHz
「おはよう! 三鷹市です」放送時間／月〜金曜日　10：20〜10：25 
「三鷹くちこみテレフォン」放送時間／木曜日　9：45〜9：55

「みる·みる·三鷹」J：COMチャンネル武蔵野・三鷹（地デジ11チャンネル）
第609号（8月7日〜9月3日）

人口と世帯　令和4年8月1日現在　（　）内は前月との増減
住民登録者数：190,421人（191人減 ）	 	男：92,944人（108人減 ）／女：97,477人（83人減 ）
世帯数：96,446世帯（137世帯減 ）

現役図書館員おすすめ！「みたか電子書籍サービス」の楽しみ方／
Poki	4コマまんがコンテスト作品募集中！	ほか
放送時間／月〜日曜日　9：00　12：15　20：00　22：15
※同番組は無料動画共有サイト「YouTube」でも配信しています。

主催者		 日時・期間		 対象・定員		 場所・会場		 講師		 費用（記載のないものは無料）		 持ち物		 申込方法		 問い合わせ		 保育あり		 手話（要約筆記）あり

三鷹市および近隣市民デー
10月1日㈯午前10時〜午後6時
三鷹市と近隣市（武蔵野市・小金井市・

西東京市・調布市・府中市）在住の方各回
300人程度（1組6人まで）

三鷹市民デー
10月2日㈰午前10時〜午後6時
市内在住の方各回300人程度（1組6人まで）
共通
9月12日㈪（必着）までに代表者の必要事項（11面参照）、入場者全

員の人数（代表者含む）・氏名・年齢、希望日（近隣市民は10月1日の
み）、希望入場回（午前10時、11時、正午、午後1時、2時、3時、4
時のいずれか）を「〒181-8555芸術文化課」へ（申込多数の場合は抽
選）
※�電子申請サービス https://www.shinsei.elg-front.
　jp/tokyo2/からも申し込めます。
※�当選者には9月20日㈫以降に招待状を郵送します（電
話での当落確認は不可）。
※�同一グループでの複数の申し込みや、記載事項に不備がある場合
は無効です。
市ホームページをご覧ください
　よくある質問への回答や、同館の新型コロナウイルス
感染症対策などをご案内しています。
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市民・近隣市民を
抽選でご招待します

芸術文化課☎0422-29-9861

　実際に三鷹で出土した縄文土器に触れたり、縄文時代の道具や服装のレプリカを
使って、縄文人の体験ができます。夏休みの思い出や自由研究・レポートにもお薦め
です。

体験できること
　縄文人の服装の着用、弓矢・石斧の使い方、石器づ
くり、網代編み体験、縄文土器の文様づくりなど
※�体験の内容はご要望に合わせてコーディネートしま
す。写真撮影も可能です。
8月20日㈯・22日㈪〜24日㈬午前10時〜午後4時（正午〜午後1時を除く）
小学3年生以上の方
三鷹歴史文化財展示室「みたかえる」（教育センター2階）
期間中会場へ

　同施設周辺の植物を観察しながら、和ハーブ（有用植物）の活用方法や日本の風土と
のつながり、衣食住との関係などを学びます。
9月10日㈯午前10時30分〜午後0時30分
16人
同施設
（一社）和ハーブ協会副理事長の平川美鶴さん
200円（入館料。中学生以下無料）
8月22日㈪午前9時から必要事項（11面参照）を

同課☎0422-29-9862・ shogai@city.mitaka.
lg.jpへ（先着制）

生涯学習課☎0422-29-9862

生涯学習課☎0422-29-9862

「縄文人になる！」

講座「和ハーブと暮らす」

ヤブミョウガのつぼみ

大沢の里
古民家

縄文時代に
タイム
スリップ？

　『棕櫚（しゅろ）を燃やす』で第38回太宰治
賞を受賞した野々井透（ののい・とう）さん（写
真）が、7月1日に行われた太宰治朗読会に合
わせて三鷹を訪れた時の思いを寄稿してくだ
さいました。

　
梅
雨
の
明
け
た
、
気
温
と
体
温
が
同
じ
く
ら
い

の
日
の
午
後
、
三
鷹
市
役
所
の
井
上
さ
ん
と
み
た

か
観
光
ガ
イ
ド
協
会
の
小
谷
野
さ
ん
に
三
鷹
市
内

の
太
宰
に
所
縁
の
あ
る
場
所
を
案
内
し
て
い
た
だ

い
た
。

　
暑
さ
の
た
め
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
車
に
乗
っ
て
、

途
中
で
降
り
て
、
水
を
飲
ん
で
、
を
繰
り
返
し
な

が
ら
跡
を
巡
っ
て
ゆ
く
。
皆
、汗
を
流
し
な
が
ら
も
、

道
中
、
太
宰
へ
の
語
り
は
尽
き
な
い
。

　
太
宰
が
家
族
と
暮
ら
し
た
さ
さ
や
か
な
借
家
、

そ
の
玄
関
の
前
に
あ
っ
た
百
日
紅
を
移
植
し
た
井

心
亭
、
仕
事
場
と
し
て
次
々
に
借
り
た
家
族
の
知

ら
な
い
家
々
、好
ん
で
散
歩
し
た
道
、親
交
の
深
か
っ

た
亀
井
勝
一
郎
の
家
へ
通
っ
た
道
す
が
ら
の
美
し
く

立
派
な
旧
山
本
有
三
邸
、
そ
の
家
を
恨
め
し
く
思
っ

て
い
た
こ
と
、
編
集
者
と
打
ち
合
わ
せ
と
言
い
な
が

ら
毎
晩
の
よ
う
に
訪
れ
た
屋
台
の
跡
、
親
し
ん
だ

小
料
理
屋
、
美
容
師
の
山
崎
富
栄
と
出
会
っ
た
場

所
、
肺
病
の
た
め
に
血
を
吐
い
て
遺
書
を
書
き
彼

女
と
過
ご
し
た
二
階
の
そ
の
部
屋
、
六
月
十
三
日

に
ふ
た
り
で
歩
い
た
道
、
そ
の
先
を
流
れ
る
玉
川
上

水
、
結
婚
し
て
間
も
な
い
こ
ろ
に
妻
の
美
智
子
と

散
歩
で
よ
く
訪
れ
た
禅
林
寺
。

　
六
月
十
九
日
、
そ
の
墓
石
に
彫
ら
れ
た
名
前
に

は
か
わ
い
い
小
さ
な
さ
く
ら
ん
ぼ
が
い
く
つ
も
嵌
め

込
ま
れ
、
花
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
桜
桃
忌
に
訪
れ
た

時
、
そ
こ
に
は
太
宰
を
偲
ぶ
ひ
と
び
と
が
じ
っ
と
、

佇
ん
で
い
た
。

　「
い
ち
ば
ん
す
き
な
散
歩
道
の
、
い
ち
ば
ん
す
き

な
場
所
か
ら
入
水
し
た
の
で
す
」車
中
で
、
こ
の
よ

う
に
聞
い
た
。

　
い
ち
ば
ん
す
き
な
場
所
か
ら
死
ん
で
ゆ
く
。
こ

ん
な
こ
と
、
太
宰
に
し
か
で
き
な
い
、
と
思
っ
た
。

　
冒
頭
一
文
目
か
ら
し
っ
か
り
囚
わ
れ
、
気
が
つ
い

た
頃
に
は
、
も
う
抜
け
出
せ
な
い
ほ
ど
に
惹
か
れ
、

そ
の
世
界
に
と
っ
ぷ
り
と
入
り
込
ん
で
し
ま
う
。
そ

れ
が
、
私
に
と
っ
て
の
太
宰
治
で
、
特
に
女
性
を

語
り
口
と
し
た
小
説
に
は
中
毒
性
の
よ
う
な
も
の

を
感
じ
、
作
中
に
描
か
れ
る「
彼
」に
彼
女
と
共
に

ど
う
し
よ
う
も
な
く
焦
が
れ
て
い
る
自
分
を
あ
っ
け

な
く
見
つ
け
て
し
ま
う
。
だ
め
だ
と
思
っ
て
い
て
も
、

惹
か
れ
て
し
ま
う
。
純
粋
で
、
正
直
で
、
愚
か
で
、

哀
し
く
て
、
け
れ
ど
、
い
と
し
い
ひ
と
。

　「
太
宰
で
い
ち
ば
ん
す
き
な
作
品
は
何
で
す
か
」

　「
朝
、で
す
。人
間
失
格
や
斜
陽
も
い
い
で
す
け
ど
、

太
宰
は
、
お
茶
目
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
ん
で
す
」

　
朝
、
と
教
え
て
く
れ
た
時
の
小
谷
野
さ
ん
は
こ

の
日
い
ち
ば
ん
の
笑
顔
だ
っ
た
。
ひ
と
ば
ん
、
男
女

が
同
じ
部
屋
で
こ
た
つ
に
足
を
入
れ
な
が
ら
横
た

わ
っ
て
い
て
、
ふ
た
り
に
な
に
か
が
は
じ
ま
り
そ
う

に
な
っ
て
、
は
じ
ま
る
こ
と
を
消
え
そ
う
な
蝋
燭
に

託
し
、
今
は
じ
ま
る
、
と
い
う
時
に
朝
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
、
と
い
う
短
い
小
説
。
こ
の
舞
台
も
、
三
鷹

の
太
宰
の
仕
事
場
。

　
こ
の
街
で
太
宰
が
確
か
に
日
々
を
暮
ら
し
、
そ

こ
か
ら
感
じ
た
も
の
で
作
品
を
書
き
上
げ
て
い
っ
た

こ
と
を
し
ず
か
に
感
じ
た
。
そ
の
息
遣
い
の
よ
う
な

も
の
が
、
今
も
、
こ
の
土
地
に
残
っ
て
い
て
、
街
は
、

そ
れ
を
当
時
も
今
も
温
か
く
見
守
り
続
け
よ
う
と

し
て
い
る
。
太
宰
は
い
な
い
け
れ
ど
、
今
も
、
い
る
。

今
も
い
る
、
と
思
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
見
え

な
い
気
持
ち
を
大
事
に
し
て
い
る
街
。
　
　
　

　
太
宰
の
生
き
た
街
。
太
宰
が
、
な
お
生
き
て
い

る
街
。

　
暑
い
中
、
案
内
し
て
く
だ
さ
っ
た
皆
様
、
ほ
ん
と

う
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

野々井 透さん
寄稿文

太宰治賞
受賞者


