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平
　和
　へ
　の
　想
　い

　

終
戦
の
年
に
生
ま
れ
た
私
は
、
妻

の
叔
父
が
満
州
で
戦
死
し
て
い
る
こ

と
か
ら
遺
族
会
員
と
し
て
活
動
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
私
自

身
、
小
さ
い
と
き
の
食
糧
難
く
ら
い

し
か
戦
争
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
せ

ん
。
現
在
は
、
世
の
中
の
大
半
の

人
々
が
戦
争
の
悲
惨
さ
、
辛
さ
、
厳

し
さ
を
知
ら
な
い
社
会
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　

日
本
は
戦
後
、
不
戦
を
貫
い
て
来

ま
し
た
か
ら
、
平
和
が
当
た
り
前
で
、

平
和
の
た
め
の
努
力
と
は
無
縁
の
社

会
に
な
っ
て
い
る
気
が
し
て
な
り
ま

せ
ん
。

　

先
の
大
戦
に
お
い
て
は
、
数
多
く

の
方
々
が
故
郷
を
離
れ
、
ひ
た
す
ら

祖
国
の
平
和
と
発
展
を
願
い
、
愛
す

る
家
族
を
案
じ
つ
つ
、
戦
禍
に
遭
わ

れ
、
戦
い
の
中
で
傷
つ
き
、
倒
れ
、

あ
る
い
は
戦
後
、
遠
い
異
郷
の
地
で

帰
ら
ぬ
人
と
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の

こ
と
は
私
た
ち
に
と
っ
て
永
遠
に
忘

れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
深
い
悲
し
み

で
あ
り
、
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
事
実
で
あ
り
ま
す
。

　

私
共
は
こ
の
よ
う
な
犠
牲
の
上
に

今
日
が
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
、

平
和
の
あ
り
が
た
さ
を
再
認
識
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

遺
族
の
皆
さ
ん
は
こ
の
こ
と
を
忘

れ
ず
に
毎
年
終
戦
の
日
を
迎
え
、
こ

の
日
に
行
わ
れ
る
戦
没
者
追
悼
式
で

意
を
新
た
に
し
て
い
ま
す
。
戦
後
七

十
年
を
過
ぎ
て
、
遺
族
も
子
の
世
代

か
ら
孫
の
世
代
に
移
り
つ
つ
あ
り
、

戦
争
の
な
い
平
和
が
無
意
識
の
感
情

に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

　

世
界
に
目
を
向
け
て
み
ま
す
と
、

戦
争
や
地
域
紛
争
、
難
民
問
題
が
多

く
の
地
域
で
絶
え
る
こ
と
な
く
発
生

し
て
お
り
、
「
平
和
へ
の
願
い
」
を

打
ち
砕
く
よ
う
な
出
来
事
に
、
心
が

痛
む
中
で
、
日
本
の
平
和
の
あ
り
が

た
さ
が
良
く
わ
か
り
ま
す
。

　

昨
今
で
は
、
憲
法
改
正
で
国
民
が

戦
争
へ
徐
々
に
近
づ
く
よ
う
に
感
じ

て
い
る
の
は
遺
族
に
限
ら
な
い
と
思

い
ま
す
が
、
唯
一
の
被
爆
国
で
あ
る

日
本
だ
か
ら
こ
そ
、
不
戦
を
強
く
貫

い
て
世
界
平
和
に
結
び
つ
け
て
ほ
し

い
と
強
く
願
う
の
は
、
私
一
人
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。

下
諏
訪
町
遺
族
会
　
　
髙
木
　
重
由

平和な姿を見せる現在の大社通り

　

す
べ
て
の
世
代
の
人
々
が
、
悲
し

み
の
歴
史
を
繰
り
返
さ
な
い
と
の
決

意
を
新
た
に
す
る
と
と
も
に
、
戦
没

者
の
方
々
が
、
か
け
が
え
の
な
い
命

を
も
っ
て
示
さ
れ
た
戦
争
の
悲
惨
さ

と
平
和
の
尊
さ
を
風
化
さ
せ
る
こ
と

な
く
、
し
っ
か
り
と
語
り
継
ぎ
、
国

際
社
会
に
向
け
発
信
し
て
い
く
こ
と

が
、
現
在
を
生
き
る
者
と
し
て
の
重

要
な
使
命
で
あ
る
で
し
ょ
う
。
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平
和
へ
の
願
い

　

毎
年
８
月
に
な
る
と
、
必
ず
観
る

映
画
が
あ
り
ま
す
。
野
坂
昭
如
が
自

ら
の
体
験
を
も
と
に
書
い
た
小
説
を
、

ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
が
ア
ニ
メ
映
画
化

し
た
「
火
垂
る
の
墓
」
で
す
。
戦
争

に
よ
っ
て
両
親
を
失
っ
た
幼
い
兄
妹

が
必
死
に
生
き
る
姿
が
描
か
れ
て
お

り
、
負
傷
し
た
母
親
や
衰
弱
し
て
い

く
幼
い
少
女
の
描
写
に
は
、
思
わ
ず

目
を
背
け
た
く
な
り
ま
す
。
映
画
の

タ
イ
ト
ル
に
も
な
り
、
映
画
の
中
に

も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
ホ
タ
ル
で
す

が
、
そ
の
儚
い
一
生
を
戦
争
で
亡
く

な
っ
て
い
っ
た
人
々
と
重
ね
合
わ
せ

て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

７
年
前
に
亡
く
な
っ
た
私
の
父
も
、

こ
の
映
画
が
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
る

と
毎
回
観
て
い
ま
し
た
。

　

父
は
、
戦
時
中
の
昭
和
十
八
年
に

生
ま
れ
ま
し
た
。
名
前
も
、
戦
時
中

に
よ
く
使
わ
れ
た
「
八
紘
一
宇
」
と

い
う
言
葉
か
ら
「
一
宇
」
と
名
付
け

ら
れ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
ん
な
父
が
、
電
気
を
消
し
た
暗

い
居
間
で
一
人
「
火
垂
る
の
墓
」
を

観
な
が
ら
静
か
に
泣
く
姿
を
見
か
け

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
の
知
ら
な

い
時
代
を
生
き
て
き
た
父
を
垣
間
見

た
よ
う
で
、
な
ん
と
な
く
声
も
か
け

ら
れ
ず
、
そ
の
姿
を
そ
っ
と
陰
か
ら

覗
い
て
い
ま
し
た
。

　

私
は
幼
少
の
こ
ろ
、
叔
母
に
連
れ

ら
れ
て
広
島
の
平
和
記
念
資
料
館
を

訪
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
真
っ
黒

に
焦
げ
た
お
弁
当
箱
、
熱
線
で
石
に

焼
き
付
い
た
人
の
影
、
幼
子
が
庭
で

乗
っ
て
い
た
三
輪
車
・
・
・
三
十
年

ほ
ど
前
に
見
た
の
に
、
今
で
も
忘
れ

ら
れ
ま
せ
ん
。
強
烈
な
熱
線
に
よ
っ

て
服
や
髪
の
毛
が
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
り
、

皮
膚
が
溶
け
た
人
の
様
子
を
再
現
し

た
人
形
は
特
に
衝
撃
的
で
、
こ
れ
を

見
た
私
は
思
わ
ず
逃
げ
出
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
し
か
し
平
和
記
念
資
料

館
を
見
学
し
た
こ
と
で
、
大
人
に
な

っ
た
今
で
も
戦
争
に
つ
い
て
考
え
、

「
戦
争
は
絶
対
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
を
後
世
に
伝
え
な
け
れ
ば
い
け
な

い
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

私
に
は
子
ど
も
が
三
人
い
ま
す
が
、

子
ど
も
た
ち
が
も
う
少
し
成
長
し
た

ら
、
一
緒
に
広
島
を
訪
れ
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

　

平
和
記
念
資
料
館
の
展
示
品
を
見

た
と
き
、
も
し
か
し
た
ら
私
の
よ
う

に
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
脳
裏
に
焼
き
付
い
て
離
れ
ず
、

悲
し
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
し
か
し
戦
争
を
体
験
さ
れ
た

高
木
　
　
林
　
　
美
歩

「火垂るの墓」
　（徳間アニメ絵本）

被爆直後の原爆ドーム
（撮影：米軍、提供：広島平和記念資料館）

は
か
な

ほ　

た

は
っ
こ
う

い
ち
う

の
ぞ

か
ず
い
え

方
々
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
現

在
、
こ
の
よ
う
な
場
で
現
実
に
起
き

た
こ
と
を
正
確
に
受
け
止
め
る
の
は

と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で

す
。
そ
し
て
そ
の
怖
さ
や
悲
し
さ
を

「
明
る
い
未
来
」
へ
繋
げ
て
い
く
に

は
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
、
家
族
み

ん
な
で
語
り
合
っ
て
い
け
た
ら
と
思

い
ま
す
。

　

「
火
垂
る
の
墓
」
に
出
て
く
る
幼

い
兄
妹
が
体
験
し
た
よ
う
な
深
い
苦

し
み
や
悲
し
み
が
、
こ
の
世
の
中
に

こ
れ
以
上
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
が
な

い
こ
と
を
心
か
ら
願
い
ま
す
。
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「
若
鷲
の
記
」
に
寄
せ
て

　

は
じ
め
に

　

西
鷹
野
町
在
住
の
中
山
さ
ん
は
、

先
の
大
戦
で
、
最
愛
の
お
兄
様
を
二

十
三
歳
と
い
う
若
さ
で
亡
く
さ
れ
ま

し
た
。
中
山
さ
ん
は
九
十
歳
を
超
え

た
現
在
も
大
変
お
元
気
で
、
お
兄
様

と
の
思
い
出
や
亡
く
な
ら
れ
た
と
き

の
こ
と
、
遺
稿
集
出
版
の
経
緯
な
ど
、

詳
し
く
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

―
―

お
兄
さ
ん
の
お
人
柄
、
思
い
出

に
つ
い
て

中
山
：
兄
、
博
は
大
人
し
く
大
変
優

し
い
性
格
で
、
近
所
の
子
ど
も
た
ち

に
も
慕
わ
れ
、
博
さ
ん
に
は
叱
ら
れ

た
こ
と
が
な
い
と
評
判
で
し
た
。
諏

訪
中
学
校
に
進
学
し
ま
し
た
が
、
四

年
生
の
諏
訪
湖
一
周
マ
ラ
ソ
ン
で
は

学
年
で
一
位
に
な
る
等
、
運
動
も
得

意
で
し
た
。

―
―

中
学
校
を
卒
業
後
、
東
京
に
あ

っ
た
海
軍
技
術
研
究
所
を
経
て
、
霞

ヶ
浦
の
海
軍
航
空
隊
に
入
隊
さ
れ
た

の
で
す
ね
。

中
山
：
航
空
隊
か
ら
は
、
毎
週
の
よ

う
に
手
紙
や
は
が
き
を
く
れ
ま
し
た
。

中
学
校
の
時
か
ら
和
歌
を
よ
く
し
て

い
て
、
日
記
に
も
折
々
の
歌
が
残
っ

て
い
ま
す
。
航
空
隊
に
入
っ
て
か
ら

は
、
命
を
国
に
捧
げ
る
覚
悟
を
し
て

い
た
よ
う
で
、
便
り
に
も
書
か
れ
て

い
ま
す
。
国
を
挙
げ
て
、
戦
争
に
向

か
っ
て
い
っ
た
時
代
で
し
た
。

―
―

亡
く
な
ら
れ
た
時
の
ご
様
子
は

い
か
が
で
し
た
か
？

中
山
：
戦
死
の
公
報
は
昭
和
十
八
年

四
月
十
四
日
に
届
き
ま
し
た
。
「
ニ

ュ
ー
ギ
ニ
ア
方
面
に
て
壮
烈
な
る
自

爆
を
遂
ぐ
」
と
い
う
公
報
の
内
容
を
、

両
親
も
私
も
全
く
信
じ
る
こ
と
が
で

き
ず
、
幾
晩
も
泣
い
て
過
ご
し
ま
し

た
。
公
報
を
配
達
し
て
く
れ
た
郵
便

局
の
方
も
、
配
達
物
の
中
に
中
山
の

名
前
を
見
つ
け
、
道
々
泣
き
な
が
ら

届
け
て
く
れ
ま
し
た
。

　

後
日
、
名
誉
の
戦
死
と
い
う
こ
と

で
、
町
長
さ
ん
が
遺
骨
を
持
参
し
て

く
だ
さ
っ
た
の
で
す
が
、
木
箱
の
中

に
は
、
本
人
の
写
真
が
一
枚
入
っ
て

い
る
ば
か
り
で
し
た
。
ま
だ
戦
死
さ

れ
た
方
が
少
な
い
時
期
で
、
お
葬
式

な
ど
と
て
も
丁
寧
に
し
て
い
た
だ
い

西
鷹
野
町
　
　
中
山
　
よ
り
子
　
述

中山博さんご遺影

「若鷲の記」

た
の
で
す
が
、
や
は
り
生
き
て
い
て

ほ
し
か
っ
た
と
、
今
で
も
思
い
ま
す
。

―
―

遺
稿
集
出
版
の
お
話
は
、
ど
な

た
が
進
め
ら
れ
た
の
で
す
か
。

中
山
：
本
人
の
従
兄
弟
や
私
の
息
子

が
話
を
進
め
て
く
れ
ま
し
た
。
二
十

三
と
い
う
若
さ
で
お
国
に
殉
じ
た
兄

で
し
た
が
、
手
紙
や
日
記
に
日
々
の

思
い
を
託
し
た
歌
や
文
章
、
戦
い
に

臨
ん
で
の
遺
書
な
ど
が
残
さ
れ
て
い

て
、
兄
の
心
の
記
を
皆
さ
ま
に
読
ん

で
い
た
だ
け
た
ら
本
人
の
供
養
に
な

る
と
い
う
気
持
ち
で
し
た
。

―
―

「
若
鷲
の
記
」
よ
り

・
幾
山
川
　
越
え
て
来
し
け
む

　
　
　
　
　
　
　
ち
ち
は
は
に

　
　
見
え
て
語
る
　
今
日
ぞ
嬉
し
き

・
こ
の
市
を
妹
と
二
人
で

　
　
　
　
　
　
　
　
歩
く
の
も

　
　
こ
れ
が
最
后
の
　
最
后
に
し
て

・
空
襲
の
爆
音
聞
き
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
星
空
を

　
　
眺
め
て
思
ふ
　
故
郷
の
父
母

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

―
―

お
話
の
中
で
、
中
山
さ
ん
が
洩

ら
さ
れ
た
、
「
今
は
平
和
で
い
い
で

す
ね
。
」
と
い
う
言
葉
が
心
に
残
っ

て
い
ま
す
。　

（
山
田　

記
）

ひ
ろ
し

し
た

と

も
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「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
ぁ
す
！
」

元
気
な
あ
い
さ
つ
で
一
日
が
始
ま
る
こ
と

は
、
と
て
も
気
持
ち
が
い
い
。

　

私
は
、
三
年
前
か
ら
健
康
の
た
め
に
ウ

ォ
ー
キ
ン
グ
を
続
け
て
い
る
。
通
勤
も
な

る
べ
く
徒
歩
を
心
が
け
て
い
る
。

　

毎
朝
行
き
会
う
人
は
、
自
分
と
同
じ
よ

う
に
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
し
て
い
る
人
、
通

勤
途
中
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
犬
の
散
歩
を

し
て
い
る
人
た
ち
。
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い

ま
す
！
」
と
あ
い
さ
つ
を
す
る
と
、
初
め

て
会
っ
た
人
で
も
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま

す
！
」
と
あ
い
さ
つ
が
返
っ
て
く
る
。
こ

れ
が
二
度
、
三
度
と
続
く
と
知
り
合
い
に

な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
、
近
頃
は
顔
見

知
り
も
ず
い
ぶ
ん
増
え
た
。

　

二
ヶ
月
ほ
ど
前
の
こ
と
。
い
つ
も
同
じ

時
間
に
す
れ
違
う
お
じ
さ
ん
の
姿
が
見
え

な
い
日
が
あ
っ
た
。
翌
日
も
、
そ
の
次
の

日
も
。
三
日
も
会
わ
な
い
と
さ
す
が
に

「
ど
う
し
た
ん
だ
ろ
う…

？
」
と
心
配
に

な
っ
た
。
翌
朝
、
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま

ぁ
す
！
」
い
つ
も
と
変
わ
ら
な
い
元
気
な
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演　題：「霧ヶ峰の歴史と文学」
講　師：市川　一雄（下諏訪町文化財専門委員）
日　時：８月21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）

期　日：７月15日（金）～８月３日（水）
会　場：下諏訪総合文化センター１階　展示コーナー
内　容：広島原爆資料館から借用したポスターの展示及びビデオの視聴
　　　　「ある出征者による戦争の記録」の写真展示
　　　　「平成18年豪雨災害を振り返る」の写真展示

町民大学　　下諏訪を学ぶ ③

　霧ヶ峰の草原は、農業用の採草地として萩倉などの農村によって守られてきた農業
遺産でもあります。大風の鎮めを祈った御射山の祀りは、鎌倉時代に広く世に知られ
るようになり、穂屋を詠んだ歌が勅撰和歌集にも収められました。諸国に勧請された

諏訪社でも穂屋祭が行われたようで、芭蕉も穂屋の句を残しています。諏訪に来た形跡のない一茶が、
御射山の句を作っているのは、産土の柏原諏訪社の祭りに親しんだ証と思われます。明治になると霧ヶ
峰は観光地化しましたが、赤彦は年に５回も登って歌に詠み、戦後は三島由紀夫、新田次郎が、高原や
鷲が峰を舞台にした小説を書きました。藤森栄一には随筆「御射山物語」があります。（講師コメント）

公民館特別事業 「みんなの願いはひとつ」

町民総合文化祭 参加団体募集
参加申込用紙は文化センター内公民館窓口にあります。　☆新規参加団体歓迎

〈 問合せ・申込先 〉下諏訪町公民館　28－0002

開 催 日 申 込 締 切 対 象 者

作品展

芸能祭

音楽祭

９月30日（金）
　～10月２日（日）
10月２日（日） ９月１日（木）

10月16日（日）

町民および町内の
各種団体・学校
※作品展は個人も対象となりま
　すので、ご相談ください。

特別展 ～いっしょに考えてみませんか～

お問い合わせ　☎28-0002（生涯学習係）

おおかぜ まつ

ほ　や ちょくせん かんじょう

うぶすな あかし



・家族みんなでゆっくり１冊の本を読める大切な時間です。
・本を通してメッセージを伝え、感性を養うことができると感じています。日頃の生活
のなかでうまく届かない、説明できないことを、本を通じて子どもが想像し理解して
いるようです。
・親にとっても安らぎの時間です。子どもと楽しみたいと思います。

読書推進委員会より　アンケート結果からは、日々の読書が子どもの心を育み、親子をつなぐツールと
なっていることが見えてきました。読書推進委員会では、本にかかわる諸機関それぞれが読書を通して
子育ち・子育ての輪を広げながら、生涯にわたる読書活動を支えていけるよう活動を続けて参ります。

子どもがワクワクしすぎて早く次が見たくなり、どんどんページをめくってしまいます。
　めくる楽しさを味わっているところだとしたら無理やり読もうとしても難しいかもしれません。文
字を読まなくてもよいと思います。「きれいな絵だったね、○○だったね。」と絵での読み取りを子
どもと確認し、「次はもっとお話し、じっくり見てみようよ。」「『どうぞ』っていったらページを
めくってみてね。」など最初に約束してから読み進めてもよいと思います。「この本の読み聞かせは
１回限りではない」と考えて、いろいろな楽しみ方をしてみてはいかがでしょうか。

本の最後のページまで読み終わるまで座っていられないときが多く困っています。
　座っていられないのはなぜなのかを考えてみてください。お子さんの好きな内容、絵のイメージ、
字が少なくすぐに終わってしまうような優しい本を選んで読んでみてもいいと思います。ひざに入れ
て、落ち着いて読んであげてください。

いつも同じ本を読みたがるのですが、子どもが飽きなければそれでもいいのでしょうか。
　気がすむまでつきあってあげるのが基本だと思います。ふっと、「今日は違う本でもいいかな」と
いう日がくると思います。絵本を読むたびに新しい発見があるかもしれませんし、それで安心するの
かもしれません。そんなに好きな本に出会えて幸せ。覚えてしまうくらい、繰り返し読んであげてく
ださい。

きょうだいで親に読んでほしい本が異なり、時々けんかになってしまいます。
　ルールを決めてみてはいかがでしょうか。生活の場面の中で「今日はお手伝い頑張った人の本を読
もう。」などというようなごほうび形式にしたら親も助かっちゃうかもしれません。きょうだいで順
番を決めたら公平ですね。その約束も、親が一方的に決めないで、子どもと一緒に決めることが大切
です。

子どもが寝る時間を過ぎている場合は、読んであげた方がよいのか、時間を守った方がよいのか悩ん
でいます。
　子どもが求めているときは、ちょっと寝る時間が遅くなっても読んであげて満足した方が心も安定
して早く寝つけるのではないでしょうか。ただ、時間で寝かせることも大切ですので、次への楽しみ
にして、別の日に時間をやりくりして読んであげてもよいと思います。

本人の読みたい本と親が読み聞かせをしてみたい本と合わないことも多いです。
　どちらも読めば、幅が広がると思います。親の紹介した本をいつでも受け入れてくれるわけではあ
りませんので、押しつけない気持ちで紹介してあげることはよいことだと思います。

親自身が毎日忙しすぎて、本を読む姿を子どもに見せていないのが課題だと思っています。
　私は本を読みますが、子どもは読みません。親が本を読む姿を見せていても、子どもが読むように
なるとも限りません。家庭読書の日をきっかけに親子でコミュニケーションを重ねて、将来どこかで
影響しあえればいいですね。

６　「家庭読書の日」の感想のほんの一部をご紹介します

７　「家庭読書」についてのＱ＆Ａ　～寄せられた質問に読書推進委員が提案します～



　下諏訪町では、メディアやゲームが普及する現代社会のなかで、家庭で本を通じてコミュニケーシ
ョンをはかり、親子関係を育む日として、毎月第二日曜日に「町内一斉家庭読書の日」を実施してい
ます。その成果をふり返り、今後の活動にいかすため、３月に保育園でアンケートを行いました。
※対象　平成28年３月１日現在在園児471名　回答数207件（回収率43％）　※グラフの単位：人

「家庭読書の日」
に合わせて読むの
は難しい家庭もあ
るようです。各家
庭で「読書の日」
を作ってみてもよ
いかもしれません。

４人に１人は「家
庭読書の日」以外
にも、ほぼ毎日本
を読んでいること
がわかりました。
しもすわっ子は、
家庭で本を読む時
間を大切にしてい
ました。

本を読んであげる
のは、「母親」「父
親」が大多数でし
たが、きょうだい
で読むお家も多く
ありました。

半数以上の家庭が、
保育園や図書館での
貸出しを利用してい
ました。アンケートの
声をいかし、各施設
でさらに工夫をして
いきたいと思います。

「町内一斉家庭読書の日」保育園向けアンケート結果報告
下諏訪町読書推進委員会

１　平成27年度の「家庭読書の日」に、
どれくらいお子さんと本を読みましたか？

２　「家庭読書の日」以外に、どれくらい
お子さんと本を読んでいますか？

３　お子さんに本を読んであげるのは、
おもにだれですか？（複数回答）

５　保育園児に人気があった「お子さんが喜んだ本、心に残っている本、好きな本」

４　家庭で読む本は、どこの本ですか？
（複数回答）


