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下諏訪町の教育下諏訪町の教育　～あいさつ～
　

突
然
お
便
り
差
し
上
げ
ま
す
失
礼
を
お
許
し
く
だ
さ
い
。
実
は
私
、
二
十

年
ぶ
り
に
御
地
を
訪
れ
ま
し
た
が
、
街
の
様
子
や
湖
の
ま
わ
り
も
新
鮮
さ
が

増
し
て
、
す
っ
か
り
元
の
風
景
と
変
わ
っ
て
お
り
、
驚
い
て
お
り
ま
す
。

　

五
月
十
七
日
到
着
い
た
し
ま
し
て
、
ま
ず
宿
泊
地
か
ら
近
い
諏
訪
大
社
下

社
の
秋
宮
へ
参
拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
神
殿
を
カ

メ
ラ
に
お
さ
め
、
入
口
の
鳥
居
と
そ
の
横
の
下
社

秋
宮
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
の
を
写
そ
う
と
し
た
瞬

間
、
左
横
の
方
か
ら
可
愛
い
男
の
子
ど
も
さ
ん
の

声
で
、
「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
。

「
私
に
？
」
と
振
り
向
く
と
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切

っ
て
く
だ
さ
る
と
い
う
の
で
す
。
小
学
校
低
学
年

と
思
わ
れ
る
小
さ
い
お
方
が
、
何
と
気
の
つ
く
や

さ
し
い
お
子
様
か
と
、
う
れ
し
さ
と
感
動
で
胸
が

熱
く
な
り
ま
し
た
。
「
人
物
は
写
さ
ず
、
建
造
物
や
風
景
ば
か
り
撮
っ
て
い

る
の
よ
」
と
せ
っ
か
く
の
親
切
だ
っ
た
の
に
「
あ
り
が
と
う
」
を
何
回
も
言

っ
て
、
心
の
中
で
涙
し
な
が
ら
こ
の
場
を
去
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
道
路
を
横
切
っ
て
下
る
途
中
、
三
名
の
女
子
高
校
生
の
方
と
す

れ
違
う
際
、
「
こ
ん
に
ち
は
」
と
、
声
を
か
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
カ
メ

ラ
を
手
に
し
て
い
た
の
で
、
き
っ
と
旅
行
者
と
思
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

分
か
っ
て
い
た
の
に
、
つ
い
、
「
オ
ル
ゴ
ー
ル
館
は
近
く
で
し
ょ
う
か
？
」

と
。
「
す
ぐ
そ
こ
の
看
板
の
見
え
る
と
こ
ろ
で
す
」
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
楽
し
い
音
色
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、
ホ
テ
ル
へ
。

　

夜
に
な
っ
て
思
い
出
す
と
、
昼
間
、
下
校
途
中
の
親
切
な
お
子
様
の
言
葉

を
、
何
で
素
直
に
聞
き
入
れ
、
ま
た
一
緒
に
写
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
と
悔
や

ま
れ
て
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
う
あ
と
の
祭
り…

。

　

翌
日
新
宿
で
夕
方
混
ま
な
い
う
ち
に
、
と
午
後
駅
へ
。
ど
う
し
て
も
、
も

う
一
度
お
礼
を
言
っ
て
「
お
断
り
し
て
ご
め
ん
な
さ
い
」
と
申
し
た
く
、
観

光
案
内
所
で
そ
う
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
学
校
名
と
地
名
を
お
聞
き
し
て
、

諏
訪
の
街
に
別
れ
を
告
げ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
素
晴
ら
し
い
お
子
様
を
教
育
な
さ
い
ま
す
学
校
の
方
針
の
良

さ
と
、
ご
両
親
様
の
躾
の
賜
と
、
深
く
感
動
い
た
し
た
旅
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

私
も
七
十
代
に
見
え
る
ら
し
い
の
で
す
が
、
来
年
は
九
十
歳
。
国
内
は
も

と
よ
り
、
海
外
旅
行
も
ま
だ
一
人
で
行
く
元
気
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
機
会

が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ま
た
訪
れ
た
い
街
で
す
。

　

こ
う
い
う
素
晴
ら
し
い
お
子
様
方
の
将
来
に
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

　

「
ご
め
ん
な
さ
い
ね
。
」
そ
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。か

し
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
浜
市　
　

前
田　

文
子

　

南
か
北
の
小
学
校　

校
長
先
生
他
皆
様
へ

追
伸

　

役
場
へ
電
話
い
た
し
ま
し
た
が
、
秋
宮
は
丁
度
中
間
な
の
で
、
ど
ち
ら

の
小
学
校
か
分
か
ら
な
い
と
の
こ
と
、
お
手
数
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
教
育

委
員
会
の
方
へ
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
　
　
旅
行
者
か
ら
の 

お
た
よ
り

　
下
諏
訪
町
の
子
ど
も
た
ち
の
挨
拶
の
す
ば
ら
し
さ
が
、
折
り
に

ふ
れ
て
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
年
度
は
じ
め
の
こ
の
時
期
に
、「
よ
い

挨
拶
の
町
づ
く
り
」
を
再
確
認
し
ま
し
ょ
う
！

四
月
の
こ
え

　

 

木
々
が
芽
吹
き
を
迎
え
る
頃
に
な
る
と
、

思
い
出
し
て
は
口
遊
む
一
句
が
あ
る
。

　
味
噲
工
場 

　
　
　
春
や
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ 

出
て
き
さ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矢
島
　
惠

（
句
集
『
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
春
』
よ
り
）

　

「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
「
最
後
の
晩
餐
」
で
有

名
な
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
、
イ

タ
リ
ア
の
天
才
画
家
で
科
学
者
だ
。

　

こ
れ
は
、
作
者
が
諏
訪
に
あ
る
味
噲
工
場

を
見
学
し
た
折
り
に
作
っ
た
俳
句
だ
。
蔵
の

高
い
小
窓
か
ら
さ
す
や
わ
ら
か
い
光
と
、
樋

か
ら
落
ち
る
雪
解
け
水
の
音
が
、
春
の
訪
れ

を
告
げ
て
い
た
。

　

蔵
の
中
は
手
作
業
の
と
こ
ろ
が
あ
り
、色
々

な
形
を
し
た
昔
な
が
ら
の
機
械
に
は
、
不
思

議
な
絡
繰
り
が
あ
り
そ
う
だ
っ
た
。
パ
イ
プ

や
桶
の
間
か
ら
、
飛
行
機
の
設
計
ま
で
し
た

多
才
な
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
が
、
ひ
ょ
っ
こ
り
現

れ
そ
う
な
雰
囲
気
が
あ
っ
た
と
い
う
意
味
の

句
。

　

冬
期
、
家
に
籠
も
っ
て
い
た
人
も
少
し
足

を
伸
ば
し
て
、
日
常
と
は
違
う
空
間
に
身
を

お
い
て
み
る
と
、
何
か
新
し
い
発
見
に
出
合

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
好
奇
心
を
持
ち
続
け

る
気
持
ち
が
生
活
に
張
り
を
も
た
ら
す
。　

（
篠
遠
）

しもすわ「三角八丁」見所ガイド社中　社中　 ～駅から99分のまち歩き散策コース～
やしろ

②諏訪大社春宮
　 諏訪大社には上社と下社があり、上社には本宮と前宮、下社
には春宮と秋宮があります。下社では、神様がいらっしゃると
ころが２月～７月は春宮、８月～翌年１月は秋宮と、半年ごと
に変わります。２月１日（旧暦では春）に遷座祭（せんざさ
い）が行われ、神様が秋宮からこちらに移られます。
　この遷座祭は、古くは「（春の）耕作はじめの神迎えの儀」
であったともいわれます。春宮の境内には筒粥殿（つつがゆで
ん）という建物があり、ここで毎年小正月の１月14日夜から15日早朝にかけ、その年の農作物
の吉凶を占う筒粥神事が行われます。「よく当たる」と評判です。また、春宮の横を流れる砥川
（とがわ）には浮島（うきしま）という中島があります。夏至を少し過ぎた６月30日に、浮島
に直径２mほどのカヤで作った輪をくぐって無病息災を祈る行事、茅の輪くぐり（ちのわくぐ
り）が行われます。

　

ふ
た
り
で

　
　
　
　

お
か
あ
さ
ん
の

り
ょ
う
て
が

に
も
つ
で

い
っ
ぱ
い
だ

み
ち
を
わ
た
る
よ

あ
っ
！

お
か
あ
さ
ん
の
て
は

わ
た
し
が
あ
げ
よ
う

り
ょ
う
て
を
あ
げ
て

わ
た
っ
た
よ

ふ
た
り
は

い
っ
し
ょ

わ
た
し
は

し
あ
わ
せ
で
す

下
諏
訪
南
小
一
年

く
り
ば
や
し　

ほ
な
み(

現
在
二
年)

　
　
　
　
　
　
郡
文
集
「
み
ず
う
み
」
よ
り

○詩

ず
さ

ば
ん
さ
ん

た
ま
も
の

し
つ
け

か
ら  

く

お
け

こ


