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諏
訪
湖
の
顔
色

　

今
年
は
５
年
ぶ
り
の
御
神
渡
り
で
、

多
く
の
人
が
湖
面
を
見
つ
め
、
結
氷

し
た
諏
訪
湖
が
静
か
な
た
た
ず
ま
い

を
見
せ
て
い
ま
し
た
。
見
た
目
に
は

「
き
れ
い
に
」
な
っ
た
諏
訪
湖
で
す

が
、
ま
だ
そ
し
て
新
た
な
多
く
の
課

題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　

私
達
は
顔
色
の
良
し
悪
し
で
健
康

状
態
を
は
か
り
ま
す
。
諏
訪
湖
も

「
顔
色
」
つ
ま
り
「
湖
の
色
」
を
見
る

と
、
健
全
か
ど
う
か
は
あ
る
程
度
わ

か
り
ま
す
。
湖
の
色
は
時
期
に
応
じ

て
周
期
的
な
変
化
を
見
せ
て
く
れ
ま

す
が
、
こ
の
頃
は
ワ
カ
サ
ギ
の
大
量

死
な
ど
変
化
の
激
し
い
最
近
の
生
態

系
を
反
映
し
て
、
毎
年
違
っ
た
様
子

を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　

湖
の
色
は
主
に
植
物
プ
ラ
ン
ク
ト

ン
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。
プ
ラ
ン
ク

ト
ン
は
栄
養
分
や
透
明
度
な
ど
と
い

っ
た
水
質
の
影
響
を
魚
や
貝
に
比
べ

れ
ば
直
接
的
に
受
け
ま
す
。
種
類
別

に
お
お
ま
か
に
示
す
と
、
藍
藻
（
ら

ん
そ
う
）
類
は
夏
の
「
ア
オ
コ
」
に

代
表
さ
れ
る
緑
色
、
珪
藻
（
け
い
そ

う
）
類
は
春
や
秋
に
み
ら
れ
る
褐
色
、

緑
藻
（
り
ょ
く
そ
う
）
類
は
藍
藻
類

よ
り
透
明
感
の
あ

る
緑
色
で
主
に
寒

い
時
期
に
見
ら
れ

る
、
と
い
う
の
が

こ
れ
ま
で
の
諏
訪

湖
の
一
般
的
な
色

で
し
た
。

　

最
近
ア
オ
コ
の

色
が
幾
分
白
っ
ぽ

く
見
え
る

よ
う
に
感

じ
る
こ
と

は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

顕
微
鏡
で

見
る
と
、

以
前
の
ひ
ど
か
っ
た
頃
と
比
べ
て
ア

オ
コ
そ
の
も
の
の
種
類
は
違
っ
て
き

て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
湖
の
色
の
違

い
を
生
じ
さ
せ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま

で
だ
と
季
節
に
よ
っ
て
ガ
ラ
ッ
と
違

っ
て
い
た
水
の
色
が
、
珪
藻
類
や
緑

藻
類
が
一
年
中
長
期
に
亘
っ
て
出
て

い
て
、
い
つ
ま
で
も
褐
色
を
示
し
た

り
す
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

魚
類
大
量
死
の
後
、
プ
ラ
ン
ク
ト

ン
の
出
方
に
も
変
化
が
生
じ
て
い
た

こ
と
が
保
健
所
等
の
調
査
結
果
か
ら

明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
釜
口
水

門
か
ら
の
放
流
水
を
見
る
と
よ
く
わ

か
る
の
で
す
が
、
一
年
中
黄
色
味
が

か
っ
て
い
ま
す
。
ア
オ
コ
な
ど
に
比

べ
る
と
発
生
数
は
少
な
い
の
で
す
が
、

鞭
毛
藻
（
べ
ん
も
う
そ
う
）
類
と
い

う
種
類
が
い
つ
も
出
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
種
類
は
多

く
の
湖
で
「
淡
水
赤
潮
」
と
し
て
問

題
を
起
こ
し
て
き
ま
し
た
。
過
去
に

は
相
模
湖
で
魚
が
死
ん
だ
例
が
あ
り
、

一
昨
年
の
魚
類
大
量
死
の
時
に
も
同

じ
種
類
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

最
近
の
諏
訪
湖
に
は
気
が
か
り
な

こ
と
が
多
く
、
湖
の
変
化
に
最
も
敏

感
な
微
小
生
物
た
ち
の
動
向
を
湖
の

顔
色
か
ら
う
か
が
う
、
簡
単
な
方
法

で
す
の
で
ぜ
ひ
関
心
を
持
っ
て
観
察

し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

諏
訪
湖
漁
業
協
同
組
合
　
組
合
長
　
武
居
　
薫

鞭毛藻類の１種（淡水赤
潮の原因種、毒素を出し
ます。大きさ0.05mm）

今のアオコ（小さい粒や針状、
らせん状のものも）

昔のアオコ（粒状の固まり）

わ
た
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身近な自然と共に身近な自然と共に

湖
畔
町
北
　
　
杉
山
　
清

身
近
な
植
物
の
く
ら
し

す
み
れ
の
お
話

　

こ
れ
は
、
芭
蕉
が
古
の
三
関
の
一

つ
逢
坂
の
関
の
山
越
え
の
道
で
詠
ん

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
時
期
が
旧

暦
で
三
月
末
、
今
の
暦
で
い
う
と
五

月
中
旬
と
い
う
こ
と
で
す
。
峠
越
え

の
山
道
で
芭
蕉
が
出
会
っ
た
ス
ミ
レ

は
何
と
い
う
ス
ミ
レ
な
の
か
興
味
が

持
た
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
時
期
か
ら

し
て
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
タ
チ
ツ
ボ

ス
ミ
レ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、

タ
チ
ツ
ボ
ス
ミ
レ
は
群
落
を
作
り
、

ま
と
ま
っ
て
咲
い
て
い
る
こ
と
が
多

い
の
で
、
ひ
っ
そ
り
と
一
輪
樹
下
に

咲
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ヒ
ナ
ス
ミ

レ
と
か
ヒ
カ
ゲ
ス
ミ
レ
な
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
ス
ミ
レ
に
は
、

実
に
様
々
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
交
雑
を
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
変
種

が
で
き
た
り
、
外
国
か
ら
入
っ
て
き

た
も
の
も
そ
れ
に
加
わ
り
、
実
に
多

種
多
様
で
す
。
そ
の
よ
う
な
ス
ミ
レ

を
仲
間
分
け
す
る
と
、
花
茎
が
葉
茎

の
途
中
か
ら
出
る
も
の
（
有
茎
種
）

と
花
茎
が
根
本
か
ら
出
る
も
の
（
無

茎
種
）
と
に
大
き
く
分
け
ら
れ
ま
す
。

長
野
県
は
ス
ミ
レ
の
種
類
が
特
に
多

く
、
諏
訪
に
も
八
ヶ
岳
の
高
山
帯
に

あ
る
ヤ
ツ
ガ
タ
ケ
キ
ス
ミ
レ
や
エ
イ

ザ
ン
ス
ミ
レ
と
ヒ
カ
ゲ
ス
ミ
レ
の
雑

種
で
あ
る
ス
ワ
ス
ミ
レ
な
ど
諏
訪
に

ち
な
ん
だ
名
前
も
の
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
種
類
の
ス
ミ
レ
が
あ
り
ま
す
。
ス

ミ
レ
の
花
は
可
憐
な
美
し
さ
で
人
を

引
き
つ
け
ま
す
が
、
そ
れ
ば
か
り
で

な
く
そ
の
く
ら
し
に
目
を
向
け
る
と

興
味
深
い
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
い

く
つ
か
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

植
物
は
仲
間
を
増
や
す
た
め
に
種

子
を
作
り
ま
す
が
、
種
子
の
作
り
方

に
ス
ミ
レ
の
仲
間
は
二
種
類
の
方
法

を
と
っ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
春
先

の
花
を
咲
か
せ
昆
虫
の
力
を
借
り
て

他
の
個
体
の
花
粉
を
め
し
べ
に
つ
け

て
変
化
に
富
ん
だ
種
子
を
作
る
と
い

う
方
法
（
他
家
受
粉
）
と
、
も
う
一

つ
は
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
閉
鎖
花
と

い
う
蕾
の
よ
う
な
状
態
の
開
か
な
い

花
を
つ
く
り
、
そ
の
中
で
自
分
の
花

粉
を
め
し
べ
に
つ
け
て
種
子
を
作
る

と
い
う
方
法
（
自
家
受
粉
）
で
す
。

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
手
段
を

持
つ
か
と
い
え
ば
、
一
つ
に
は
他
家

受
粉
で
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
の
変
化
に

対
応
で
き
る
子
孫
を
残
す
た
め
と
、

も
う
一
つ
は
自
家
受
粉
で
確
実
に
子

孫
を
残
す
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
植
物
は
動
け
ま
せ
ん
。
そ
れ

だ
け
に
こ
の
動
け
な
い
と
い
う
ハ
ン

デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
克
服
し
、
生
育
環

境
の
変
化
に
も
対
応
す
る
た
め
の
さ

ま
ざ
ま
な
生
き
残
り
戦
略
を
持
っ
て

い
ま
す
。

　

ス
ミ
レ
を
観
察
す
る
と
、
石
垣
の

す
き
間
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
咲
い
て

い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
あ
の

ヤツガタケキスミレ

タチツボスミレの開放花

ヒカゲスミレの閉鎖花

山
路
来
て
　な
に
や
ら
ゆ
か
し
　す
み
れ
花
　　芭
蕉
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よ
う
な
と
こ
ろ
に
と
い
え
ば
、
こ
こ

に
も
し
た
た
か
な
ス
ミ
レ
の
戦
略
が

隠
れ
て
い
ま
す
。
ス
ミ
レ
の
種
子
を

調
べ
る
と
、
そ
こ
に
ア
リ
が
好
む
物

質
が
く
っ
つ
い
て
い
ま
す
。
ア
リ
は

そ
れ
を
め
あ
て
に
ス
ミ
レ
の
種
子
を

巣
に
運
び
ま
す
。
こ
の
た
め
、
種
子

は
、
ア
リ
に
よ
っ
て
遠
く
に
運
ば
れ

る
わ
け
で
す
。
ス
ミ
レ
は
ア
リ
の
好

む
物
質
を
提
供
し
、
そ
の
か
わ
り
に

種
子
を
運
ん
で
も
ら
っ
て
い
る
と
い

う
わ
け
で
す
。

　

ス
ミ
レ
と
他
の
生
き
物
と
の
関
わ

り
と
い
え
ば
、
他
に
ス
ミ
レ
の
葉
を

え
さ
（
食
草
）
と
す
る
ツ
マ
グ
ロ
ヒ

ョ
ウ
モ
ン
と
い
う
蝶
が
い
ま
す
。
ツ

マ
グ
ロ
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
は
本
来
暖
か
い

地
域
の
蝶
で
、
以
前
は
諏
訪
で
は
見

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
温
暖
化
の

た
め
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

最
近
で
は
普
通
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

初
夏
に
か
け
て
、
ス
ミ
レ
の
仲
間

で
あ
る
パ
ン
ジ
ー
を
プ
ラ
ン
タ
ー
で

育
て
て
い
る
と
黒
い
毛
虫
が
付
く
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
ツ
マ
グ
ロ

ヒ
ョ
ウ
モ
ン
の
幼
虫
で
す
。
成
長
が

早
く
、
黒
く
て
ト
ゲ
ト
ゲ
の
あ
る
幼

虫
か
ら
き
れ
い
な
ラ
メ
が
つ
い
て
い

る
よ
う
な
蛹
へ
と
変
化
が
楽
し
め
ま

す
。
ま
た
、
幼
虫
か
ら
蛹
を
経
て
羽

化
す
る
ま
で
の
期
間
が
短
い
の
で
観

察
す
る
の
に
好
都
合
な
蝶
で
す
。
ヒ

ョ
ウ
モ
ン
柄
で
羽
の
縁
（
つ
ま
）
が

濃
い
紫
色
（
雄
）
に
な
っ
て
い
る
の

で
、
ツ
マ
グ
ロ
ヒ
ョ
ウ
モ
ン
と
名
付

け
ら
れ
て
い
る
美
し
い
蝶
で
す
。
五

月
か
ら
六
月
ぐ
ら
い
の
時
期
に
注
意

し
て
辺
り
を
見
て
い
る
と
、
飛
び
回

っ
て
い
る
の
を
観
察
で
き
ま
す
。
運

が
い
い
と
パ
ン
ジ
ー
や
ス
ミ
レ
の
葉

に
幼
虫
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
見
つ
け
た
ら
是
非
育
て
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
子
ど
も
た

ち
の
一
研
究
に
も
向
い
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
身
近
な
植
物
に
目
を
向
け

る
と
、
そ
こ
に
さ
ま
ざ
ま
な
興
味
深

い
く
ら
し
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
端

を
紹
介
し
ま
し
た
。

閉鎖花でできた種子

自然観察会　～ガイドと歩く夏の八島湿原～
　八島湿原は日本最南の高層湿原です。夏のさわやかな高原を、ガイドの説明を聞きながら歩いてみ
ませんか。ヤナギランやアザミの仲間など華やかな花に出会うことができます。
開催日は、「信州山の日」（７月の第４日曜日）です。

日　時：７月22日（日） 午前８時30分～午後２時30分ごろ
　　　　※午前８時20分、総合文化センター前集合（貸切バスで移動）
定　員：80名
コース：八島駐車場～八島湿原一周～八島駐車場（予定）
　　　　※昼食は各自でご用意をお願いします。（食事処を利用することもできます）
内　容：自然観察ガイドの説明を聞きながら、八島湿原を一周します。高層湿原特有の植物を観察し

て歩くのも楽しみです。
参加費：500円（保険料・資料代）
申込み：参加費を添えて、７月13日（金）までに直接下記窓口へお越しください。
問合せ：下諏訪町教育委員会／生涯学習係（文化センター内）27－1111（内線718）
　　　　下諏訪町産業振興課／観光係（町庁舎２階）　　　　27－1111（内線272）
※詳しい内容については、班回覧のチラシをご覧ください。

教育委員会からのおしらせ教育委員会からのおしらせ

身近な自然と共に身近な自然と共に
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社会教育委員会への諮問と教育長への答申社会教育委員会への諮問と教育長への答申
【教育長諮問】

答　　　申　　　書

　公や地域、家庭が連携して、子どもの内面に「感謝」や「思いやり」の心を育てていくための
環境づくりはどうあったらよいか。

《提案》
多様な地域や町の行事に、多くの子どもたちが参加できる環境を整え、学年を越えての交流や
活動、多くの世代との交流や関わりが生まれるまちづくりを進める。

Ⅰ　はじめに
　町教育委員会が目指す教育目標は、「薫り高い文化のまちづくり」と「創造力に富む人づくり」の
二点である。その達成に向けて、社会教育委員として、個とグループ、子どもと大人、親と子、家庭
と社会、ものと人、ことと人などを有機的につなげ、紹介し、広げ、深め、発展させ、共々に育って
いく教育的・社会的環境を構築していくこと、特に「次代を担う子どもは町の宝」のキャッチフレー
ズのもと、子どもが育つ明るく健全な「まちづくり」と「人づくり」を構築していくことが最終目標
である。
　今回、子どもの可能性や生まれながらにして持っているその子の良さや特性（個性）を見出し、尊
重し、共有し、親も子も周囲も共々に育っていくための関わりの在り方について、「公や地域、家庭
が連携して、子どもの内面に「感謝」や「思いやり」の心を育てていくための環境づくりはどうあっ
たらよいか」について検証を進めてきました。

Ⅱ　提　案
　「感謝」や「思いやり」の心は、他者への意識や理解があった上で、関わり合いの中から自然発生
するものであり、特に「感謝」は、自分より立場が上だと思う人へ感じることが多く、下だと思う人
へ感じることは少ない。逆に、「思いやり」は、自分より下の立場だと思う人に対しての言動はある
が、立場が上だと思う人に対しての言動は起こりづらいと考えられる。このような点から、学校教育
の中でも感情や言動として生まれるものではあるが、関わる世代にも限りがあり、社会教育の場では
より生まれやすいのではないかと考えられる。社会教育は学校外での学びの場であり、地域や町の行
事などによって、より多くの世代との交流や関わりが生まれている。
　「感謝」や「思いやり」の心を持ってほしいのは誰もが願っていることだと思う。しかし、その心
は、“何かをしたから育つ”というのは、人それぞれに価値観や受け止め方も違うため、根本的に難
しいと考えられる。そこで課題として考えていく中で、やはり必要となってくるのは行事に参加する
ことだと考えた。
　そして、必要となる現場見学やアンケート調査、意見交換などを行い、検証を進めていくと、地域
や町の行事に参加し、学年を越えての交流や、多くの世代との交流が、子どもの内面に「感謝」と
「思いやり」の心が育つきっかけとなるとの認識を深めました。
　このことから、以下の提案をもって答申とします。

Ⅲ　おわりに
　将来に向けて、子どもが社会的・精神的・職業的に自立していくためには、家庭教育を中心とした、
公や地域の適切な関わりによる望ましい環境づくりが必要である。望ましい環境づくりのためには、
子どもを取り巻くそれぞれの環境、「人との関わり」「ものとの関わり」「こととの関わり」の、そ
れぞれの機会を通して体験的に学び、子ども自身が社会の一員としての自覚と責任を身につけ、他と
協調しながら、自己を律しつつ、周囲の人やもの、ことへの感謝や思いやりの気持ちをもって、自主
的・創造的に育っていけるよう支援していくことが求められる。
　社会教育委員として、次代を担う子どもが育つ、明るく健全な「まちづくり」と「人づくり」を構
築していくための支援を今後も進めてまいります。
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ぶらり下諏訪、お宝発見 その３ぶらり下諏訪、お宝発見 その３
歴史の町下諏訪。各区に眠っているお宝を、
地元の方に解説していただきました。

高
木
　
　
小
口
　
明

高
木
公
民
館
安
置
の
「
高
木
薬
師
堂
」

　

高
木
公
民
館
内
に
、
三
百
年
来
住

民
が
健
康
長
寿
の
念
仏
を
唱
え
、
祈

願
し
た
、
本
尊
薬
師
如
来
像
、
両
脇

に
日
光
月
光
菩
薩
像
、
眷
属
の
十
二

神
将
像
を
安
置
、
下
段
に
は
住
民
寄

進
の
石
の
薬
師
如
来
像
等
仏
像
や
仏

画
を
飾
り
、
多
く
の
仏
具
を
納
め
た

「
諏
訪
百
番
霊
場
西
二
十
五
番
高
木

薬
師
堂
」
が
あ
る
。
江
戸
末
期
選
定

と
い
う
百
霊
場
は
郡
内
寺
院
七
十
、

集
落
の
堂
三
十
を
選
定
。
こ
の
う
ち

下
諏
訪
で
は
六
霊
場
を
選
定
。
高
木

薬
師
堂
以
外
は
す
べ
て
寺
院（
跡
地
）。

高
木
薬
師
堂
の
評
価
は
、
古
く
か
ら

高
か
っ
た
ら
し
い
。

　

高
木
薬
師
堂
は
三
百
年
昔
の
藩
作

成
「
一
村
限
絵
図
・
高
木
村
」
に
牛

頭
天
王
（
津
島
社
）
前
に
あ
り
、
寺

院
の
な
い
村
人
の
熱
望
で
、

創
建
は
そ
れ
以
前
と
思
わ

れ
る
。
以
後
記
録
に
よ
る

と
、
一
度
東
高
木
に
移
し

た
が
、
不
信
心
者
に
よ
る

不
祥
事
続
発
。
再
び
津
島

社
境
内
に
戻
し
、
念
仏

場
・
宗
門
受
け
場
と
し
て

も
活
用
さ
れ
て
い
る
。

　

一
時
堂
守
も
置
い
た
が
、

こ
の
男
が
霊
験
あ
る
ご
本

尊
を
持
ち
逃
亡
。
困
っ
た

住
民
に
、
温
泉
寺
の
和
尚

が
薬
師
如
来
像
の
か
わ
り

（
現
存
）
を
贈
っ
て
く
れ

て
堂
は
存
続
。
維
新
後
は

高
木
学
校
併
設
。
そ
れ
が

町
学
校
に
併
合
後
は
、
区

集
会
所
と
し
て
も
併
用
、

と
あ
る
。

　

こ
の
後
、
大
正
十
二
年
「
区
集
会

所
」
の
新
築
発
議
が
あ
る
も
、
直
前

に
区
民
念
願
の
区
温
泉
を
新
設
し
た

ば
か
り
で
資
金
不
足
で
苦
慮
。
知
恵

を
絞
っ
て
薬
師
堂
建
物
を
売
却
、
旧

天
狗
社
大
欅
、
津
島
社
所
有
山
林
の

立
木
伐
採
売
却
。
そ
れ
ら
を
資
金
と

し
て
、
区
集
会
所
、
高
木
薬
師
堂
・

津
島
社
社
務
所
併
設
と
し
て
旧
天
狗

社
跡
地
に
新
築
し
た
。

薬
師
堂
は
外
か
ら
参

拝
で
き
る
よ
う
に
正

面
に
作
ら
れ
、
以
来

毎
月
八
日
の
念
仏
講

も
そ
こ
で
継
続
、
参

加
区
民
も
数
十
人
と

多
増
、
戦
後
ま
で
続

い
た
。

　

だ
が
昭
和
三
十
年

代
状
況
は
変
わ
り
、

薬
師
堂
は
公
民
館
改

修
の
度
に
隅
に
追
い

や
ら
れ
、
一
般
公
開

は
、
つ
い
に
十
人
余

と
な
っ
た
毎
月
八
日

の
念
仏
講
の
時
だ
け
。

区
役
員
さ
え
、
こ
の

貴
重
な
文
化
財
の
由

公民館安置の「高木薬師堂」

現在も続いているお念仏講

緒
を
知
ら
な
い
人
が
多
い
現
在
だ
。

　

た
だ
し
、
今
年
五
月
か
ら
薬
師
堂

は
他
所
へ
仮
住
ま
い
を
し
て
い
る
。

そ
れ
と
い
う
の
も
秋
の
完
成
を
目
指

し
て
、
公
民
館
改
修
工
事
中
だ
か
ら

だ
。

　

「
区
先
人
の
思
い
が
残
る
文
化
財
。

多
く
の
住
民
が
拝
観
で
き
る
よ
う
工

夫
、
改
修
し
た
い
」
と
い
う
役
員
の

方
々
の
言
葉
に
期
待
し
た
い
。
そ
う

な
っ
た
ら
是
非
多
く
の
方
々
の
参
拝

を
と
願
っ
て
い
る
。

十二神将像
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小
学
生
の
頃
、
虫
を
捕
ま
え
る
こ
と
が
大
好
き
だ
っ
た
。

そ
し
て
虫
を
捕
ま
え
る
ア
ミ
や
虫
か
ご
は
大
事
な
道
具
だ

っ
た
。

　

色
々
な
虫
を
捕
ま
え
た
が
、
中
で
も
オ
ニ
ヤ
ン
マ
や
ギ

ン
ヤ
ン
マ
、
カ
ラ
ス
ア
ゲ
ハ
や
ア
オ
ス
ジ
ア
ゲ
ハ
な
ど
は

特
別
で
、
見
つ
け
る
と
す
ご
く
ド
キ
ド
キ
し
て
、
捕
ま
え

る
こ
と
が
で
き
た
と
き
の
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
を
鮮
明
に

覚
え
て
い
る
。

　

家
の
ま
わ
り
で
一
日
中
鳴
い
て
い
た
セ
ミ
も
よ
く
捕
ま

え
た
が
、
鳴
き
声
が
特
に
好
き
だ
っ
た
ヒ
グ
ラ
シ
は
つ
い

に
捕
ま
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
覚
え
て
い
る
。

　

昔
は
多
く
の
種
類
の
虫
が
い
た
。
近
く
の
田
ん
ぼ
を
の

ぞ
い
て
み
る
と
、
ミ
ズ
カ
マ
キ
リ
な
ど
の
水
生
昆
虫
が
、

諏
訪
湖
の
ほ
と
り
に
行
け
ば
ヤ
ゴ
が
い
た
。
ど
れ
も
見
つ

け
て
捕
ま
え
る
と
き
は
、
と
て
も
ワ
ク
ワ
ク
し
た
も
の
だ
。

　

大
人
に
な
っ
て
か
ら
は
、
魚
を
釣
る
こ
と
が
大
好
き
で

あ
る
。
そ
し
て
、
竿
や
リ
ー
ル
や
疑
似
餌
は
大
事
な
道
具
だ
。

色
々
な
マ
ス
を
釣
っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
ブ
ラ
ウ
ン
ト
ラ

ウ
ト
や
ア
ル
ビ
ノ
は
特
別
で
、
魚
影
を
見
つ
け
る
と
ド
キ

ド
キ
し
て
、
釣
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
の
喜
び
は
最
高
だ
。

　

き
っ
と
私
だ
け
で
は
な
い
。
生
き
も
の
を
見
つ
け
て
、

そ
れ
を
捕
ま
え
る
こ
と
が
好
き
で
、
そ
の
た
め
の
道
具
を

大
切
に
し
て
い
る
人
は
。

　

し
か
し
、
前
の
夜
か
ら
気
持
ち
が
高
ぶ
っ
て
い
て
、
寝

る
こ
と
が
で
き
ず
に
朝
を
迎
え
た
こ
と
が
あ
る
ほ
ど
好
き

な
釣
り
に
、
最
近
は
行
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
い
か
ん
。

（
武
居　

淳
彦
）

七
月
の
こ
え

演題：『 大相撲 地方巡業の楽しみ方 』

講師：鈴木　ゆか（荒汐部屋おかみさん）

日時：７月29日（日）　　午後１時30分～午後３時00分

会場：文化センター集会室　　※当日受付可（受講料100円）

日　時：７月７日（土） 午後１時30分～午後４時00分
　　　　７月８日（日） 午前10時00分～午後12時30分
会　場：下諏訪総合文化センター　小ホール ほか

入場料：高校生以上 500円（2日間有効）
　　　　中学生以下 無料

町民大学 ー 下諏訪を学ぶ ② ー

お問い合わせ　☎28－0002（生涯学習係）

　８月６日（月）に「平成三十年夏巡業　大相撲諏訪湖場所」が開催されます。この機会に、荒汐
部屋おかみさん、鈴木ゆかさんをお招きし「大相撲地方巡業の楽しみ方」と題して講演をいただき
ます。当日は、荒汐部屋力士も参加する予定ですのでご期待ください。

教育委員会からのおしらせ教育委員会からのおしらせ

しもすわ人形劇まつり　２０１８

★チケットは、下諏訪総合文化センター窓口でお求めいた
　だけます。

　〈問合せ先〉 下諏訪総合文化センター  ☎28－0018


