
花材：
グラジオラス、アジサイ、紅葉

太宰府市華道連盟

季節の生け花

中
山
陵
の
桜
を
毎
日
見
に
行
っ
た

日
通
ト
ラ
ッ
ク
で
母
と
一
緒
に

　
　
　
　
　
　
福
岡
市
／
竹
森
　
祐
彦

ゆ
っ
た
り
と

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
流
る
る
酒
蔵
に

今
年
の
酒
は
ま
も
な
く
目
ざ
む

　
　
　
　
　
　
糟
屋
郡
／
仲
道
　
朋
子

夕
餉
ど
き
隣
の
家
に
明
か
り
見
ゆ

互
い
に
独
り
居
声
を
か
け
あ
う

　
　
　
　
　
東
ヶ
丘
／
西
木
　
ミ
ヤ
子

雪
薄
く

残
れ
る
今
朝
も
や
が
て
来
む

目
白
ら
の
為
食
べ
残
す
パ
ン

　
　
　
　
　
大
佐
野
台
／
宮
崎
　
フ
ミ

拾
ひ
き
し
子
も
泣
い
て
ゐ
る
仔
猫
か
な

　
　
　
　
　 

星
ヶ
丘
／
柴
田
慧
美
子

連
れ
て
来
し
子
猫
は
元
気
今
二
匹

　
　
　
　
　
　
　
五
条
／
兼
田
和
加
子

春
蘭
や
深
き
山
路
に
密
と
あ
り

　
　
　
　
　
　
朝
倉
市
／
中
村
美
紀
子

耕
や
雲
の
動
き
に
追
ひ
越
さ
れ

　
　
　
　
　
大
佐
野
台
／
金
丸
　
恵
子

空
缶
の
音
の
転
が
る
東
風
の
坂

　
　
　
　
　
　
高
雄
台
／
川
路
　
泰
子

耕
人
に
父
の
面
影
重
ね
見
し

　
　
　
　
　
　
福
岡
市
／
工
藤
　
友
子

佇
め
ば
遠
き
世
の
東
風
吹
き
渡
る

　
　
　
　
　
　
朝
倉
市
／
古
賀
　
紀
子

雲
雀
東
風
カ
ル
デ
ラ
に
馬
放
た
れ
て

　
　
　
　
大
野
城
市
／
田
代
　
り
え
子

鳥
の
声
連
れ
て
神
域
木
の
芽
風

　
　
　
　
　
長
浦
台
／
徳
賀
　
美
智
子

史
蹟
野
の
森
を
旅
す
る
木
の
芽
風

　
　
　
　
　
高
雄
台
／
荒
島
　
由
美
子

あ
ち
こ
ち
で
小
さ
な
呼
吸
水
温
む

　
　
　
　
　
　
小
郡
市
／
貞
金
　
志
帆

呉
服
屋
の
看
板
お
ろ
す
日
の
余
寒

　
　
　
　
　
　
福
岡
市
／
宮
津
英
里
子

冬
の
日
よ
母
の
持
ち
物
吾
の
部
屋
へ

　
　
　
　
　
筑
紫
野
市
／
髙
田
　
幸
子

名
残
雪
云
ふ
だ
け
言
ひ
て
帰
り
け
り

　
　
　
　
　
　
青
葉
台
／
彦
坂
　
正
孚

咲
き
初
め
し
梅
一
輪
の
佳
き
日
か
な

　
　
　
　
　
　
　
高
雄
／
福
島
久
美
子

そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
浮
か
ぶ
の
ど
自
慢

　
　
　
　
筑
紫
野
市
／
坂
本
　
や
よ
子

辞
令
一
枚
受
け
て
旅
立
つ
荷
を
造
る

　
　
　
　
　
　
　
　
松
川
／
山
根
　
清

遺
影
に
と
撮
っ
た
笑
顔
は
父
に
似
て

　
　
　
　
　
福
岡
市
／
王
丸
　
真
知
子

答
弁
は
霞
ヶ
関
の
カ
タ
カ
ナ
語

　
　
　
　
　
　
朝
倉
市
／
大
島
　
利
夫

人
生
百
年
終
着
駅
が
ま
だ
見
え
ぬ

　
　
　
　
　
観
世
音
寺
／
松
浦
　
ち
え

月
蒼
く
光
の
帯
の
春
の
川

　
　
　
　
　
観
世
音
寺
／
野
田
　
杉
子

木
の
芽
吹
く
生
き
て
る
証
未
来
あ
り

　
　
　
　
　
　
青
葉
台
／
本
山
　
晴
子

蒼
天
を
写
し
き
ら
め
く
春
の
川

　
　
　
　
　
　
　
青
葉
台
／
平
野
　
香

蒼
天
の
キ
ャ
ン
バ
ス
欲
し
き
初
桜

　
　
　
　
　
　
　
馬
場
／
有
岡
　
和
砂

竹
林
の
さ
ざ
め
き
春
を
讃
ふ
風

　
　
　
　
　
　
　
国
分
／
松
尾
　
満
子

今
日
も
い
い
子

昨
日
も
い
い
子
か
し
こ
い
子

育
児
日
誌
の
吾
子
は
神
童

　
　
　
　
　
湯
の
谷
／
山
﨑
　
八
重
子

太
宰
府
短
歌
会

太
宰
府
俳
句
会

持
永
　
真
理
子 

選

飛
梅
句
会

介
弘
　
紀
子 

選

宝
満
句
会

菅
井
　
久
美
子 

選

都
久
志
て
ん
じ
ん
句
会

佐
々
木
　
甘
露
子 

選

太
宰
府
川
柳
倶
楽
部

小
池
　
一
恵 

選

つ
れ

づ
れ

国際交流・韓国
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韓国の選挙は水曜日
太宰府市国際交流員

キム シンヒョン

金辛泫

　韓国のすべての選挙の投票日が水曜日なのをご存じですか？大統
領選挙は任期満了70日以内の最後の水曜日、国会議員選挙は任期満
了50日以内の最後の水曜日、地方議会議員と地方自治体長選挙は任
期満了30日以内の最後の水曜日と規定されています。投票が行われ
る水曜日は法定休日に指定され、投票に集中できる時間の余裕をつ
くって参加率を高める工夫がされています。
　過去には投票日が日曜日の時代もありましたが、キリスト教の割
合が高い韓国では教会の礼拝と重なるため、投票参加率に影響を及
ぼしました。そこで、選挙日は木曜日に変更され、さらに2004年
からは水曜日に変更されて現在まで続いています。
　水曜日に決まった理由は、週末に近い曜日にすると休暇を取って
旅行に出かける人も出てきて投票に参加しない可能性があることを
懸念したためです。そこで、週末と最も遠い水曜日を採用すること
になりました。
　ちなみに2024年度の第22代国会議員選挙は2024年４月10日㈬
に投票が行われ、投票率は67%だったそうです。

小原流玉川　直子
たま がわ まさ　こ

※社会情勢により選挙日は変動することがあります。

みんなのとしょかん
あたらしくはいった本 令和７年３月 貸出開始資料から

●その他の本　発言禁止(森永卓郎／著)　紙バンドで作るちっちゃな動物バスケットと四季のお飾り
(荒関まゆみ／著)　毎日読みます(ファン ボルム／著)　これなら帰ってから作れそう！218(オレンジ
ページ料理班／選)　動物医の不思議な世界アニマルQ（野村潤一郎／著)　

●随筆・詩などの文学　湯気を食べる(くどうれいん／著)　おいしそうな文学。(群像編集部／
編)　素敵な祖母たち(アリス・テイラー／著)　戦争とミステリー作家(西村京太郎／著)

●小説　世界99 上・下(村田沙耶香／著)　初瀬屋の客(西條奈加／著)　ミナミの春(遠田潤子／著)　
問題。(早見和真／著)　遊園地ぐるぐるめ(青山美智子、田中達也／著)　人生劇場(桜木紫乃／著)　梟
の咆哮（福田和代／著)　彼女を見守る(ジャン=バティスト・アンドレア／著)　ブリス・モンタージュ(リ
ン・マー／著)　

開館時間　午前１０時から午後6時まで
TEL：（921）4646／FAX：（921）4896

ヨ ム ヨ ム

市民
図書館

としょかんカレンダー
日 月 火 水 木 金 土

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

4
11
18
25

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

5月

○印の日は、
お休みです。

※金曜・土曜（祝日除く）は午後７時まで

おはなし会がリニューアルしました
　図書館で開催しているおはなし会を４月から一部リニュー
アルしました！　絵本や手遊びうたなどを楽しみませんか？

第1・3・5土曜
午前10時30分～

2歳～ ①0歳児　②1・2歳児 幼児～

第４土曜
午前10時30分～

第２土曜
①午前11時～　　　 
②午前11時30分～　

ひよこの
おはなし会

えほんとわらべうた
プチ・ぷちぷちのおはなし会

えほんのもりの
おはなし会

開催
日時

対象
年齢

太
宰
府
の
文
華
〜
公
文
書
館
だ
よ
り
　
　
〜

　
中
世
の
太
宰
府
を
語
る
時
に
、
武
藤

(

少
弐)

氏
を
抜
き
に
し
て
は
話
が
成
り
立

ち
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
今
回
は
、
武
藤
氏
が

初
め
て
太
宰
府
に
や
っ
て
き
た
頃
の
資
頼

の
代
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　
資
頼
は
建
久
６(

１
１
９
５)

年
３
月
以

降
に
太
宰
府
の
地
に
下
っ
て
き
た
と
考
え

ら
れ
、
そ
れ
は
天
野
遠
景
が
鎮
西
奉
行
の

職
を
解
任
さ
れ
て
鎌
倉
に
帰
っ
た
の
と
入

れ
替
わ
り
で
し
た
。
そ
し
て
遠
景
の
後
を

受
け
て
、
朝
廷
の
地
方
官
庁
で
あ
る
大
宰

府
を
掌
握
し
、
現
地
役
人
の
筆
頭
で
あ
る

執
行
の
地
位
に
就
い
て
い
ま
す
。
続
い
て

大
宰
帥
・
大
宰
大
弐
に
次
ぐ
大
宰
府
の
官

職
で
あ
る
大
宰
少
弐
に
任
ぜ
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
時
期
は
近
年
の
研
究
に
よ
る

と
、
承
元
４(

１
２
１
０)

年
６
月
以
前
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
自
身
が
大
宰
府
の
役
職

に
任
じ
て
現
地
組
織
の
長
と
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
遠
景
の
時
よ
り
直
接
的
に
大
宰

府
を
動
か
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

　
そ
の
一
方
で
、
鎌
倉
幕
府
は
各
国
に
守

護
を
設
置
し
、
九
州
で
も
守
護
が
任
命
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴

い
、
資
頼
は
筑
前
国(
現
福
岡
県
西
部)

・

豊
前
国(

現
福
岡
県
北
部
〜
大
分
県
北

部)

・
肥
前
国(

現
佐
賀
県
〜
長
崎
県
の
う

ち
壱
岐
・
対
馬
以
外)

３
カ
国
の
守
護
に

任
ぜ
ら
れ
て
い
ま
す
。(

昨
年
12
月
号
で

は
対
馬
も
含
め
て
い
ま
し
た
が
、
誤
り
で

し
た
。
対
馬
は
子
の
資
能
の
代
に
初
め
て

守
護
在
職
が
確
認
で
き
ま
す
。)

任
命
の

時
期
は
、
建
久
８(

１
１
９
７)

年
４
〜
５

月
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
し
て
政
庁
を
太
宰
府
の
地
に
置

き
、
「
宰
府
守
護
所
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま

し
た
。

　
資
頼
を
は
じ
め
鎌
倉
時
代
の
武
藤
氏
歴

代
が
、
政
務
に
際
し
て
出
し
た
文
書
を
見

る
と
、
大
宰
府
が
出
し
た
文
書
と
、
宰
府

守
護
所
が
出
し
た
文
書
の
２
通
り
が
並
存

し
て
い
た
点
が
特
徴
的
で
す
。
大
宰
府
が

出
し
た
文
書
は
京
都
の
朝
廷
か
ら
の
命
令

を
実
行
し
て
お
り
、
宰
府
守
護
所
が
出
し

た
文
書
は
鎌
倉
幕
府
か
ら
の
命
令
を
実
行

し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。(

資

頼
の
文
書
に
つ
い
て
は
『
市
制
施
行
30
周

年
　
太
宰
府
人
物
志
』
82
頁
に
詳
し
く
解

説
し
て
い
ま
す
。)

　
こ
の
よ
う
に
武
藤
資
頼
は
、
大
宰
府
の

現
地
責
任
者
と
し
て
の
面
と
、
３
カ
国
の

守
護
と
し
て
の
面
を
合
わ
せ
持
っ
て
い
た

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　

　
　
太
宰
府
市
公
文
書
館
　
大
塚
　
俊
司

武
藤
資
頼
と
太
宰
府

133

し
ょ
う 

に

け
ん
き
ゅ
う

あ
ま  

の 

と
お
か
げ

ぶ
ぜ
ん
の
く
にひ

ぜ
ん
の
く
に

す
け
よ
し

さ
い 

ふ
　し
ゅ 

ご 

し
ょ

だ
ざ
い
の
そ
ち

じ
ょ
う
げ
ん

し
ゅ

ご

ち
く
ぜ
ん
の
く
に

だ
ざ
い
の
し
ょ
う
に

だ
ざ
い
の
だ
い
に

し
ゅ
ぎ
ょ
う

ち
ん
ぜ
い
ぶ
ぎ
ょ
う

む 

と
う 

す
け 

よ
り

お
お
つ
か

し
ゅ
ん
じ
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