
   

市民カレッジが 15年目を迎えます～令和５年度もよろしく～ 

 いしかり市民カレッジ運営委員会 委員長 山田 治己 

「いつでも・どこでも・だれでも」を理念とし生涯学習の学びの場である、いしかり市民カレッジが

15年目を迎えます。市民ボランティアと教育委員会が協働で運営する生涯学習講座。この 3年間は、

新型コロナウイルス対応で多難な時期を過ごしました。開設講座の中止や受講生の人数制限等、カ

レッジ生にも申し訳なく思っています。その中で、受講生が 2 万人を超えていることは道内でも他に

類を見ないと高い評価を受けています。 

新年度は主催講座が 12(講座回数 32 回)、まちの先生企画講座が 5(同 14 回)、特別講座 1 回、こ

のうちバス利用講座は８回を予定しています。このほか新たにホームぺ－ジ講座も開設しました。                   

この 1 年間、コロナ禍が終息し、つつがなく開催出来ることを祈念してご挨拶といたします。 

春です。新年度の講座が始まります。 4～6 月の講座を紹介します 

主催講座     

講座 1 「家庭菜園で美味しい野菜を作るこつ」 ☆スキルアップコース 

    講師  大道技術士事務所代表（元拓殖大学北海道短期大学教授） 大道 雅之 

第１回 「家庭菜園のポイント～輪作と施肥について」 

日時 4 月 21 日（金）10：30～12：00 

第２回 「家庭菜園のポイント～定植・播種と栽培管理について」 

日時 5 月 19 日（金）10：30～12：00 

   第 3 回 「家庭菜園のポイント～収穫と今後の管理について」 

日時 6 月 16 日（金）10：30～12：00 

場所 石狩市花川北コミュニティセンター     

◇家庭菜園を趣味とする市民は多く、新鮮な美味しい野菜を自分で作る喜びや、食へのこだわりな

ど大きな楽しみになっています。しかし、野菜の品目は多岐にわたり中にはうまく栽培できずに収

穫の喜びではなく、失敗してしまうことが多いことも事実です。この講座では畑作業の時期に合わ

せた野菜の栽培のポイントを学びます。 

講座２ 「石狩川治水の歴史」 ☆いしかり学コース 

第１回 「岡崎文吉とその事績について」 

講師 北海道産業考古学会会長 山田 大隆 

日時 4 月 27 日（木）10：30～12：00 

第２回 「石狩川治水について～石狩川治水の歴史・現状・これから～」 

講師 北海道開発局札幌開発建設部  札幌河川事務所職員  

日時 5 月 11 日（木）10：30～12：00 

場所 石狩市花川北コミュニティセンター 

第３回 「事績の残る茨戸川周辺を廻る（見学学習）」 

講師 石狩川治水遺産研究会事務局長 安田 秀司 

日時 5 月 25 日（木）9：00～12：30 集合場所 石狩市民図書館  

◇明治期北海道開拓の課題は石狩川の洪水対策でした。画期的護岸工法である単床ブロックの考案や

根本的洪水対策として生振捷水路への道筋をつけ石狩川治水の元を築いた岡崎文吉博士の自然主義

思想とその事績を知るとともに、現在の治水対策の現状を学びます。3 回目は現在も残されている事

績や治水の現場を訪ね、治水の重要性を改めて学びます。 

 

 

 

                                          

 応援します、生涯学習 － ふえる知識と仲間の輪 

                 
５6号 

令和 5 年 4 月 1 日発行 

 

（学びのスタンプ通算 63 号） 
        

 

―１－ 



 

講座３ 「世界遺産となったキウス周堤墓群を訪ねる」 ☆教養・文化コース 

講師 千歳市埋蔵文化財センター 和田 由希絵 

第１回 「キウス周堤墓群はなぜ世界遺産となったのか」 

日時 6 月 1 日（木）10：30～12：00    

場所 石狩市花川北コミニュティセンター 

第２回 「世界遺産となったキウス周堤墓群を訪ねる(見学学習)」 

日時 6 月 7 日（水）8：30～17：00   

見学場所 千歳市キウス周堤墓群他 集合場所 石狩市民図書館  

◇2021 年「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産に登録されました。そのうちの一つが 

「キウス周堤遺跡群」です。墓は円形の巨大な竪穴を掘り、土を周囲に積み上げ環状に十字を築いた

もので、縄文後期の集団墓地です。近くからは色々な遺構も発見されています。キウス周堤墓群の遺

産登録の価値や遺跡を実際に見学し、縄文文化の魅力を探ります。 

講座４ 「石狩市を取り巻く地震・津波環境と防災」 ☆いしかり学コース 

講師 北海道立総合研究機構 産業技術環境研究本部 エネルギー・環境地質研究所 主査 廣瀬 亘 

第１回 「石狩市とその周辺に発生した地震・津波の歴史」 

日時 6 月 22 日（木）10：30～12：00  (予定）  

第２回 「地震・津波災害に備える」 

日時 7 月 6 日（木）10：30～12：00  (予定）   

第３回 「地震災害関連施設等訪問（見学学習）」 

   日時 7 月 20 日（木）８：00～18：00  (予定）   

※正式な開講日程および見学訪問場所等は 4 月以降に改めてお知らせします。 

◇最近、十勝沖地震の予想に基づく太平洋沿岸都市の被害想定など報じられていますが、日本海側に

位置する我が石狩市を取り巻く周辺の地震・津波に関しての情報は必ずしも定かではありません。 

安心安全な生活に密着した知識として石狩周辺の地震・津波について学びます。 

 

講座５ 「新北海道遊里史考」 ☆教養・文化コース 

講師  民衆史研究家 石川 圭子  

第 1 回 「遊里とは？国内外の娼婦の歴史を紐解く」 

日時 6 月 24 日（土）10：30～12：00 

第 2 回 「薄野遊郭から北海道開拓使の裏面を見る」 

日時 7 月１日（土）10：30～12：00 

第３回 「箱館から道東へ、ある妓楼一族の足跡を辿る」 

日時 7 月 8 日（土）10：30～12：00 

場所 石狩市花川北コミュニティセンター 

◇人類最古の職業ともいわれる「売春」の歴史を通して社会における娼婦の歴史の変遷や、遊里がも

たらした地域経済との関係性などについて、北海道の遊郭史でタブーとされ霧の中に隠されたような

北海道の遊郭の歴史と共に考察します。 
 

まちの先生企画講座 

講座 1 「筆ペンで味のある文字を描こう」 

講師 安井 由美子  教材費 2,500 円(初回のみ) 

第１回 「筆ペンに慣れよう」    日時 6 月 13 日(火) 10:30～12:00 

第２回 「筆ペンで漢字にチャレンジ」日時 6 月 20 日(火) 10:30～12:00 

第３回 「筆ペンでお地蔵様を描こう」日時 6 月 27 日(火) 10:30～12:00 

場所 石狩市民図書館 視聴覚室  

◇講座では、自分なりの味わいのある文字を描きます。簡単なコツを掴め   

ばどなたにも温もりのある文字が描けるようになります。筆ペン 1 本あれ  

ばどこでも気軽に楽しめ新たな発見ができる「己書(おのれしょ)」をご一 

緒に体験しましょう！ 

―２－ 

（明治吉原遊郭） 



 
 

◇まちの先生企画講座６「歴史探訪 北海道開拓に尽力した人物の生誕地を巡る」 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

「見学学習」については、これまで石狩市福祉バスのコロナ感染防止対策ガイドラインに基

づき定員数を 18 名に抑えてきましたが、4 月からは定員規制を解除します。コロナ感染状況に大きな

変化が無い限りマスクの着用等感染防止に努めながら、大型 35 名、中型 30 名とします。また、座学

講座についても定員を設けずに受付することとしましたので多くの皆様の受講をお待ちしています。 

「大地の侍」の DVD が石狩市に寄贈～市民図書館が収蔵、視聴出来ます 

石狩は伊達邦直一行が最初に聚富地区に移住した歴史ある町です。 

昨年、当カレッジで伊達邦直を取り上げた講座で上映した「大地の侍」が北海道

開拓の歴史にかかわる貴重な映像として、上映会を実施した道内各市町村に HAL 財

団より寄贈されました。石狩市では DVD２枚を市民図書館が収蔵し貸し出し（個人

視聴に限る）出来るようになっていますので、是非一度ご覧ください。 
 

                 

 

 

 

講座終了時に受講者の皆さんからいただいた感想・ご意見の一部を要約して紹介しています 

 
ＩＣＣ ５６号 －３－ 

受 講 者 の  
 

3 月 14 日(火)12 時 30 分から石狩市役所 1 階ロビーで今年度２回目の授与式を行いました。 

山田治己運営委員長の挨拶で始まり、加藤龍幸学長(市長)が出席した 4 人の受証者に修了証を手渡し

ました。加藤学長は、困難な中で意欲的に参加 

し受証されたことへの敬意と今後も健康で学び 

続けられるよう激励しました。受証者を代表し 

て藤村信雄さんが謝辞を述べて終了しました。                  

受 証 者 氏 名 （敬称略）  

◇渡部恵美子 ゴールド（９０）・スーパーゴールド（150）・ダイヤモンド（200） 

◇高橋美恵子 スーパーゴールド（１５０） 

◇藤村 信雄  マスター（９００） 

◇長尾 徳雄 マスタ―（９００）  

◇阿部  靖  ドクタ 400（2400） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

藤村信雄さん～郷土の歴史を学び興味と愛着が深まりました～ 

 

 

 

◆年度更新手続はお済ですか！ 

未更新の方は4月中に継続の手続

きをお願いします。 

年度会費 1,000 円と学びの手帳

を事務局へご持参ください。 

講座会場でも受付けています。 

 

 

 

更新のお願い！ 楽しい学びに参加しませんか！ 
◆学ぶ仲間を増やしましょう！ 

皆さんの周りに学びの場を求め

ている方はいませんか。是非市

民カレッジを紹介して講座にお

誘いください。 

新し仲間を待っています。 

◆ボランティアスタッフ(運営委員)

になって講座づくりなどに挑戦して

みませんか。 

◆サポーター(会場設営や受付など

補助的活動に参加)も募集していま

す。お気軽に申し出ください。 

 

修了証授与式を行いました  

バスの見学学習など受講者「定員」規制を解除します 
 

「大変わかりやすいポイントを押さえたお話で予想通り魅力ある内容でした。明治開拓期に活躍した主な

人達の人物像、足跡、時代の流れを限られた時間の中で薩摩をキーワードに解説していただき、この時代に

又興味が持てました。」「随分沢山の人物紹介に驚きました。北海道開拓が薩摩によって形作られたようで、

それまでの開拓像と違ったイメージを持ちました。貴重な資料をたくさん提供して頂き有り難うございま

した」「大変興味深いお話で、楽しく聞き学ぶことができました。歴史一口メモも良かった！特に島義勇に

ついては十分知識もなく(札幌市の・・)という感覚でしたが、この度のお話で理解が深まりました」「楽し

い有意義なる 3 回講座に感謝しています。北海道開拓に大きくかかわった人物を生き生きと分かり易く解

説して頂き、益々興味関心が高まりました。歴史一口メモも有効でした。武石先生、お元気で益々ご活躍下

さいますように！」          ✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶✶    



 

 

 
      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■お問合せ 社会教育課（石狩市民図書館内） 

石狩市花川北 7 条 1丁目 26 TEL＆FAX：0133-74-2249 
ホームページ 検索☜ 
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■石狩を覆っていた海   

今からおよそ１万年前〜5000 年前、石狩市の南

部から札幌市の北部にかけての低地は、海に覆われ

ていました。その海は「古石狩湾」と呼ばれ、江別市

や当別町、南幌町にまで入り込んでいました。 

古石狩湾は浅い入江でした。湾の入口の両岸（現在

の石狩市美
び

登
と

位
い

、札幌市手稲前田）からは、堆積した

砂によって細長い砂地「砂州」が伸びて、6000 年

前頃には湾の入口を砂州がふさぐような地形になっ

ていました。現在のサロマ湖（北海道北東部）に似て

いたと考えられています。石狩市や札幌市の地下か

ら掘り出される貝化石の種類から、当時の湾内は今

よりも暖かく、現在の秋田県沿岸と同じくらいの海

水温だったことがわかっています。また、6000 年

前のセミクジラやナガスクジラの化石も発見されて

おり、クジラも生息していたことがわかります。  

■古石狩湾はなぜできた？   

今から約１万年前、地球全体は寒冷な気候から、現

在に近い温暖な気候へと変化しました。すると大陸

を広く覆っていた巨大な氷河が融けて、その分、海水

面が上昇したのです。もっとも暖かい時期には、現在

よりも 3ｍほど海水面が高くなりました。そのため

に低い土地は海に沈んでしまっていたのです。  

■古石狩湾はなぜ消えた？   

もっとも暖かかった時期を過ぎると、海水面は下

がっていくとともに、石狩川が運んでくる大量の砂

や泥によって古石狩湾は埋め立てられていき、徐々

に湿原のような陸地になりました。古石狩湾の入口

にあった砂州は陸に取り残されて、紅葉山砂丘とし

て地形に残されています。(志賀 健司) 

                                      

約 6000年前の石狩～札幌 (石狩湾上空からの鳥観図) 

現在 (数値地図 50ｍメッシュ(国土地理院)数値ピューア(品川地蔵)を使用) 
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嵯峨山積・外崎徳二・近藤務・岡村聰・佐藤公則（2010）北海道石狩平野の上部更新統〜完新統の層序と古環 境．地質学雑誌 116：13-26 

編

集

後

記 

待望の春がやってきました。コロナも落ち着きをみせカレッジの講座定員もコロナ前に戻りました。 

この先、平穏に推移することを願っています。カレッジ生の皆さんとの架け橋「あい風通信」。スタッ

フ一同、出来る限り写真を多く見やすい誌面にと色々工夫を凝らしています。読みやすくなったでしょ

うか？新年度を迎え心新たに頑張りますので引き続き応援をよろしくお願いします。    (E.N) 
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