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下諏訪の自然を楽しもう～諏訪湖の不思議～下諏訪の自然を楽しもう～諏訪湖の不思議～

　「エッ、富士山が見えるんですか!?」
と、お客様がビックリされることがあり
ます。考えてみると、長野県で盆地底か
ら富士山を見られるのは、諏訪盆地の下
諏訪だけ。
　下諏訪の湖畔から見る富士山は、視界
をドーンと占める富士山ではなく、山と
山の間にちらりと見える富士山。しかも、
天気によって霞んだり見えなかったり。
いくつかの幸運が重なっての富士見とい
えます。

　富士山は、伊豆衝突帯という、‘伊豆島’と本州の間にあった堆積物や火山がギ
ュッと押しつけられた地質帯のまん中辺にできました。押したのはフィリピン海プ
レート（図４の矢印）。この押す力で諏訪盆地と甲府盆地をつなぐ「樋」のような

　『養生訓』で有名な貝原益軒が1709
年頃に中山道を旅し、『木曽路の記』と
いうガイドブックを著しています。下諏
訪には和田峠を越えてやって来ました。
春宮の宮坂下辺り（図５のＧ）で、道中で
初めて富士山を見ることができ、「下の
すはより富士山みゆる」〈下諏訪から富
士山が見える〉と書いています（図１）。
よほど感動したのでしょう。
　益軒は、『木曽路の記』で、ここから
見える富士山や諏訪湖、高島城、御渡り
等について18ページを割いて事細かに記
し、塩尻峠付近（図５のＦ）からの情景
を見開きで本の口絵に載せています（図

２）。『木曽路の記』は、後の絵師や作家にかなりの影響を与えました。例えば、
渓斎英泉は『木曽路の記』の記事を絵で表し、富士山、浮城の高島城、氷が張った
諏訪湖、氷上を行く人々などを描いています（図３）。

諏訪湖の愉しみ方
宿場街道資料館　研究員　小口　徹

１　下のすはより富士山みゆる

２　押す力の向きのおかげ

地形も作られました。その樋の先に富士山があります。
樋のような地形も富士山も、フィリピン海プレートの押
す力が最も大きく働く場所だと考えられています。この
押す力の向きが違っていたら、樋のような地形も富士山
も今の位置にはなかったでしょう。つまり、下諏訪から
富士山は見られないことになります。

図１ 春宮の宮坂下から見た富士山　　2013年撮影．画
面左側は山王閣．益軒が見た富士山はこんな姿だったろ
う。

図２ 貝原益軒 木曽路の記 諏訪湖図

図３ 渓斎英泉 木曽街道塩尻嶺 諏訪湖水眺望
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　富士山は、伊豆衝突帯という、‘伊豆島’と本州の間にあった堆積物や火山がギ
ュッと押しつけられた地質帯のまん中辺にできました。押したのはフィリピン海プ
レート（図４の矢印）。この押す力で諏訪盆地と甲府盆地をつなぐ「樋」のような

３　あなたはどちら派？

４　霊峰富士

地形も作られました。その樋の先に富士山があります。
樋のような地形も富士山も、フィリピン海プレートの押
す力が最も大きく働く場所だと考えられています。この
押す力の向きが違っていたら、樋のような地形も富士山
も今の位置にはなかったでしょう。つまり、下諏訪から
富士山は見られないことになります。

　諏訪盆地と甲府盆地をつなぐ樋のような地形には、東
の永明寺山塊（図４Ａ）と、西の釜無山塊（図４Ｃ）の
出っ張りがあり、諏訪の平地で富士山を見るには、この
二つの出っ張りの間から‘垣間見る’ことになります。
　図５のＨ・Ｉ・Ｊの線は、北から時計回りに143°の
方向のもので、この線の先に富士山があります。Ｈ線は
永明寺山塊、Ｊ線は釜無山塊、それぞれの斜面に視界を
遮られないギリギリの線で、平地から富士山を見られる
のは理論上Ｈ線とＪ線の間ということになります。
　ただし、Ｉ線とＪ線の間は茅野市の鏡湖がある台地（図
４のＢ）がダラリと富士山の下部を隠しており、（図６）、
この台地の上に見える富士山を「美しくない」という人
と、「これはこれで美しい」という人とに分かれると思
います。あなたはどちら派でしょうか。
　図５のＨ線とＩ線の間の下諏訪の湖岸は、『関東の富
士見百景』に登録されている場所になります。視界を遮
る出っ張りがなく、富士山の全体像をつかむことができ
ます。しかし、こうした景観に出会えるのはわずか１km
ほどの範囲です。
　ちなみに、中山道はＨ線とＪ線の間、富士山が平地で
見られる範囲を斜め横断しています。塩尻峠を越えて来
た旅人たちは、天気さえ良ければ、富士山と諏訪湖の眺
めを堪能しつつ、中山道中唯一温泉のある下ノ諏訪宿を
目指したのでしょう。心も体も癒される道行きだったに
違いありません。

　2011年６月に出版された新書『「富士見」の謎』で、
日本各地のどこから富士山が見えるのか紹介されていま
す。その最後に「（大震災を経て）富士山を眺めること

が、日本再生の象徴として、多くの人に生きる希望と喜びを与えてくれることを願っています」と
あります。まさに“霊峰富士”です。

図４ 下諏訪と富士山　　Ａ：永明寺山塊、Ｂ：鏡湖が
ある台地、Ｃ：釜無山塊、Ｄ：伊豆衝突帯、Ｅ：フィリ
ピン海プレート、矢印：フィリピン海プレートの沈み込
み（本州を押す力）の向き。

図５ 富士山が見える範囲　　Ｆ：中山道の塩尻峠付近、
Ｇ：中山道の宮坂下、Ｈ：富士山が見える東縁線、 I：
鏡湖がある台地に遮られる東縁線、J：富士山が見える
西縁線、諏訪盆地底の限られた地点だけからしか富士山
は見られない。

図６ 赤砂崎からの富士山　　2019年４月25日18：57
撮影。茅野市の鏡湖がある台地で、富士山の下部が隠さ
れる。

図７ 湖浜からの富士山 　2019年４月25日18：30撮影。
『関東の富士見百景』で紹介されている「湖越しに西日
に映える富士山」。左右からの山のくぼみに富士山が納
まる。
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始
ま
り
は
、
あ
ざ
み
バ
ス
停
の
萩

倉
上
か
ら
で
す
。
こ
こ
か
ら
先
は
、

県
道
１
９
９
号
線
で
す
。
結
構
山
の

中
に
入
っ
て
い
き
ま
す
が
、
車
の
往

来
が
あ
り
ま
す
の
で
、
注
意
が
必
要

で
す
。

　

10
分
ほ
ど
歩
き
ま
す
と
、
左
手
に

御
柱
古
道
と
書
か
れ
た
標
識
が
見
え

ま
す
。
左
に
入
り
、
こ
の
道
を
進

ん
で
い
き
ま
す
と
、
何
と
な
く
山
歩

き
を
感
じ
ま
す
し
、
こ
の
先
の
予
行

演
習
と
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
良
い

で
し
ょ
う
。

　

30
分
ほ
ど
で
大
平
に
出
ま
す
。
御

柱
祭
り
の
際
、
こ
こ
か
ら
柱
を
引
き

始
め
ま
す
の
で
、
皆
様
も
お
耳
に
さ

れ
る
地
名
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
先
、

県
道
は
左
へ
と
進
ん
で
い
き
ま
す
が
、

右
手
に
旧
大
平
公
民
館
の
前
を
真
っ

直
ぐ
、
車
が
通
れ
る
ほ
ど
の
道
を
進

み
ま
す
。
程
な
く
橋
が
現
れ
、
左
岸

か
ら
右
岸
に
渡
り
ま
す
。

　

橋
を
渡
る
と
す
ぐ
、
道
は
二
手
に

分
か
れ
ま
す
。
こ
こ
に
は
怪
し

げ
な
古
い
道
標
が
あ
り
、
右
に

登
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

進
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
と
、
す

ぐ
に
ま
た
古
い
道
標
が
現
れ
ま

す
。
こ
の
辺
り
、
廃
屋
な
ど
が

あ
り
、
少
し
分
か
り
に
く
い
の

で
す
が
、
道
標
通
り
に
進
め
ば

問
題
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
先
は
道
が
明
確
に
な
り
、
か

つ
て
は
よ
く
人
が
歩
い
た
の
だ
ろ
う

と
思
え
る
道
が
続
き
ま
す
。
急
に
突

飛
な
感
じ
で
、
観
音
沢
林
道
に
出
ま

す
。
少
し
だ
け
車
も
通
れ
る
よ
う
な

林
道
を
左
に
進
み
、
前
方
に
観
音
沢

に
架
か
る
橋
が
見
え
て
き
た
ら
、
手

前
右
側
に
、
山
道
へ
の
入
口
の
道
標

が
見
え
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
が
観
音
沢
の
核
心
部
で
、

そ
れ
ま
で
の
怪
し
げ
で
、
数
少
な
い

道
標
も
、
こ
の
先
に
は
よ
く
見
か
け

ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
林
道
の
よ

う
な
道
が
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
山
道
に

変
わ
り
、
苔
む
し
た
道
を
行
く
と
、

こ
ん
な
に
綺
麗
で
気
持
ち
の
良
い
道

な
の
に
、
ど
う
し
て
誰
も
歩
か
な
い

の
だ
ろ
う
か
と
不
思
議
に
思
い
ま
す
。

　

大
平
か
ら
二
時
間
ほ
ど
歩
き
ま
す

と
、
前
方
に
垂
直
な
岩
壁
が
現
れ
ま

す
。
観
音
沢
の
ハ
イ

ラ
イ
ト
、
屏
風
岩
で

す
。
見
上
げ
ま
す
と
、

岩
壁
上
の
少
し
く
ぼ

ん
だ
中
に
、
小
さ
な

石
造
り
の
千
手
観
音

像
が
見
え
ま
す
。
屏

風
岩
の
手
前
や
そ
の

先
は
、
少
し
頼
り
な
い
橋
を
渡
っ
た

り
、
美
し
い
沢
沿
い
の
道
が
続
き
ま

す
。

　

上
流
に
行
く
ほ
ど
、
道
が
判
り
に

く
く
な
っ
て
き
ま
す
が
、
目
印
の
テ

ー
プ
が
所
々
に
付
け
て
あ
り
ま
す
の

で
、
探
し
な
が
ら
進
み
ま
す
。

　

何
と
な
く
笹
藪
が
濃
く
な
っ
て
き

ま
す
と
、
目
の
上
の
方
に
ビ
ー
ナ
ス

ラ
イ
ン
に
架
か
る
赤
色
の
観
音
橋
が

見
え
て
き
ま
す
。
こ
の
橋
を
く
ぐ
り

抜
け
、
少
し
落
葉
松
の
林
を
進
み
ま

す
と
、
一
気
に
空
が
抜
け
、
開
放
的

な
風
景
が
広
が
り
ま
す
。
こ
の
先
の

小
さ
な
お
社
が
旧
御
射
山
神
社
で
す
。

　

こ
こ
ま
で
、
萩
倉
上
バ
ス
停
か
ら

ゆ
っ
く
り
歩
い
て
３
時
間
か
ら
３
時

間
半
で
す
。
是
非
一
度
観
音
沢
を
歩

い
て
み
ら
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

＊
山
歩
き
の
服
装
で
、
道
に
慣
れ
た

人
と
一
緒
に
行
き
ま
し
ょ
う
。

奥
霧
ヶ
峰
八
島
高
原
荘
　
　
髙
橋
　
暁

下諏訪の自然を楽しもう ～観音沢を通って七島八島へ～下諏訪の自然を楽しもう ～観音沢を通って七島八島へ～

き
ょ
う

お
ん
ば
し
ら
ふ
る
み
ち

び
ょ
う
ぶ

さ
さ
や
ぶ

か
ら
ま
つ

も
と
み
さ
や
ま
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下諏訪の自然を楽しもう ～八島湿原～下諏訪の自然を楽しもう ～八島湿原～

ゆ
う

八
島
湿
原
に
暮
ら
し
て

　

皆
様
は
年
に
何
回
く
ら
い
八
島
湿

原
を
訪
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
四
季
を

問
わ
ず
毎
週
の
よ
う
に
訪
れ
る
方
、

夏
に
避
暑
を
か
ね
て
出
か
け
る
方
、

静
け
さ
を
求
め
て
春
先
や
晩
秋
の
湿

原
を
好
ま
れ
る
方
、
そ
れ
ぞ
れ
に
八

島
湿
原
に
対
す
る
気
持
ち
を
お
持
ち

の
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

僕
は
八
島
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
で

働
い
た
後
、
ヒ
ュ
ッ
テ
み
さ
や
ま
の

管
理
人
と
い
う
仕
事
を
い
た
だ
い
て
、

約
十
二
年
間
を
八
島
湿
原
で
過
ご
し

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
湿
原
の

自
然
は
い
つ
も
新
し
い
発
見
に
満
ち

て
い
て
、
毎
年
た
く
さ
ん
の
出
会
い

と
感
動
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
、
こ
の
春
は
四
月
頭
の
低

温
と
積
雪
で
雪
解
け
が
遅
く
、
小
屋

開
け
準
備
に
心
配
が
尽
き
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
一
つ
新
鮮
な
経
験
も
し
ま

し
た
。
あ
る
日
の
夕
方
、
小
屋
の
作

業
を
終
え
て
外
に
出
る
と
、
流
れ
て

い
な
い
は
ず
の
観
音
沢
の
方
向
か
ら

水
が
流
れ
る
音
が
聞
こ
え
て
き
ま
し

た
。
よ
う
や
く
沢
の
水
が
戻
っ
た
か

な
と
思
っ
て
、
橋
ま
で
行
っ
て
み
る

と
や
は
り
地
面
は
枯
れ
て
い
て
水
が

流
れ
て
い
ま
せ
ん
。
よ
く
耳
を
澄
ま

す
と
水
の
音
は
上
流
の
方
か
ら
聞
こ

え
て
き
ま
す
。

　

上
流
の
橋
ま
で
行
っ
て
み
る
と
、

そ
こ
で
は
普
通
に
水
が
流
れ
て
い
る

の
で
す
。
再
び
下
流
に
戻
る
と
、
上

流
か
ら
の
水
が
窪
地
で
ダ
ム
を
貯
め

る
よ
う
に
満
ち
て
は
、
次
の
窪
地
に

流
れ
出
す
と
い
う
具
合
で
、
ゆ
っ
く

り
と
流
れ
の
前
線
を
下
流
へ
下
流
へ

と
進
め
て
い
ま
し
た
。
枯
れ
沢
の
水

が
復
活
し
て
い
く
様
子
を
観
察
す
る

こ
と
が
出
来
た
の
で
す
。
春
の
訪
れ

を
心
待
ち
に
し
て
い
る
者
と
し
て
は
、

こ
れ
ほ
ど
う
れ
し
い
出
来
事
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

　

八
島
湿
原
の
魅
力
の
ひ
と
つ
は
、

そ
の
表
情
の
豊
か
さ
で
す
。
全
く
同

じ
場
所
で
も
毎
回
見
え
方
・
感
じ
方

が
違
う
。
霧
に
光
が
反
射
し
て
息
を

の
む
よ
う
な
光
景
に
出
会
う
朝
、
ス

ス
キ
野
原
を
満
月
が
優
し
く
照
ら
し

出
す
夜
、
雨
上
が
り
の
鳥
た
ち
の
喜

び
、
シ
カ
や
キ
ツ
ネ
た
ち
と
の
出
会

い…

。
あ
る
日
の
枯
れ
沢
の
よ
う
に
、

湿
原
の
周
囲
で
次
々
と
起
こ
る
小
さ

な
出
来
事
の
積
み
重
ね
が
、
四
季
を

進
め
、
生
き
物
た
ち
が
集
い
、
八
島

湿
原
と
い
う
大
き
な
自
然
の
風
景
を

作
っ
て
い
る
。
無
駄
な
も
の
が
一
つ

も
な
い
世
界
。
暮
ら
す
ほ
ど
に
、
自

分
の
周
り
の
一
つ
一
つ
が
愛
お
し
く

思
う
今
日
こ
の
頃
で
す
。

　

八
島
湿
原
を
楽
し
む
コ
ツ
は
、
あ

ま
り
目
的
を
定
め
ず
に
、
気
の
向
く

ま
ま
に
時
間
を
過
ご
す
こ
と
。
自
分

が
気
持
ち
い
い
な
と
思
う
所
を
見
つ

け
て
立
ち
止
ま
り
、
ゆ
っ
く
り
深
呼

吸
で
も
し
て
風
景
を
眺
め
て
い
る
と
、

キ
ツ
ネ
が
木
道
を
歩
く
姿
や
ノ
ビ
タ

キ
が
一
生
懸
命
子
育
て
す
る
姿
な
ど

に
出
会
え
る
と
思
い
ま
す
。

ヒ
ュ
ッ
テ
御
射
山
　
　
三
井
　
悠

ヒ
ュ
ッ
テ
の
側
で
出
会
っ
た
迷
子
の
小
鹿
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東
鷹
野
町
　
　
滝
口
　
昂
太

　

二
○
一
八
年
十
一
月
に
東
鷹
野
町

に
「
Ｕ
Ｍ
Ｉ　

Ｃ
Ｏ
Ｆ
Ｆ
Ｅ
Ｅ　

＆

Ｌ
Ａ
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｒ
Ｙ
」
（
以
下
、
Ｕ
Ｍ

Ｉ
）
を
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
店
名

に
あ
る
よ
う
に
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ー

併
設
カ
フ
ェ
で
す
が
、
現
在
は
ラ
ン

ド
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
の
準
備
を
し
つ
つ
、

喫
茶
ス
ペ
ー
ス
を
営
業
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
神
奈
川
県
出
身
で
す
。
社
会

人
生
活
の
ほ
と
ん
ど
は
東
京
を
拠
点

に
し
て
き
ま
し
た
。
長
年
の
目
標
だ

っ
た
カ
フ
ェ
開
業
を
具
体
的
に
考
え

た
当
初
は
、
東
京
で
物
件
を
探
し
た

こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
ゼ
ロ
が
た

く
さ
ん
並
ぶ
事
業
計
画
書
や
、
様
々

な
も
の
が
目
ま
ぐ
る
し
く
移
り
変
わ

街道に集う ～街を歩いてみませんか～街道に集う ～街を歩いてみませんか～

る
る
東
京
で
の
生
活
に
、
疲
労
感
、

不
安
を
感
じ
初
め
て
い
た
頃
、
友
人

に
会
い
に
訪
れ
た
の
が
下
諏
訪
で
し

た
。

　

初
め
て
訪
れ
た
下
諏
訪
で
し
た
が
、

私
が
学
生
時
代
ま
で
暮
ら
し
た
神
奈

川
の
緑
に
囲
ま
れ
た
谷
戸
で
の
生
活

を
思
い
出
さ
せ
る
懐
か
し
い
土
地
と
、

下
諏
訪
で
暮
ら
す
地
元
の
方
々
の
や

さ
し
さ
に
触
れ
た
私
が
、
移
住
を
決

め
る
の
に
時
間
は
か
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

オ
ー
プ
ン
か
ら
ま
だ
間
も
な
い
の

で
す
が
、
私
が
Ｕ
Ｍ
Ｉ
で
み
て
い
る

景
色
、
こ
れ
か
ら
思
い
描
く
景
色
は
、

東
京
で
は
到
底
叶
わ
な
か
っ
た
も
の

だ
と
思
い
ま
す
。
常
連
の
お
客
さ
ん

と
「
昨
日
の
話
だ
け
ど
さ
」
か
ら
始

ま
る
早
朝
、
お
客
さ
ん
と
お
子
さ
ん

の
成
長
を
喜
べ
る
こ
と
、
初
め
て
下

諏
訪
を
訪
れ
た
観
光
客
の
方
と
お
互

い
が
暮
ら
す
土
地
の
（
自
慢
）
話
を

す
る
時
間
は
、

下
諏
訪
で
の

穏
や
か
な
時

間
の
中
だ
か

ら
こ
そ
だ
と

思
い
ま
す
。

　

Ｕ
Ｍ
Ｉ
の

喫
茶
ス
ペ
ー

ス
は
私
の
手

作
り
で
す
。
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど

で
材
料
を
買
い
、
友
人
か
ら
ア
ド
バ

イ
ス
を
も
ら
っ
て
作
り
ま
し
た
。
し

か
し
、
設
計
図
や
図
面
は
な
く
、
道

行
く
人
の
姿
や
時
折
話
し
か
け
て
く

れ
る
近
所
の
人
が
店
に
来
て
く
れ
た

と
き
、
ど
う
し
た
ら
喜
ん
で
く
れ
る

か
を
想
像
し
て
作
り
ま
し
た
。

　

現
在
、
ラ
ン
ド
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
の

準
備
は
ゆ
っ
く
り
で
す
が
進
め
て
お

り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
喫
茶

ス
ペ
ー
ス
を
作
っ
て
い
た
と
き
の
よ

う
に
、
み
な
さ
ん
の
声
を
参
考
に
し

た
空
間
づ
く
り
を
し
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

Ｕ
Ｍ
Ｉ
で
は
オ
ー
プ
ン
以
来
、
沢

山
の
方
々
に
ご
来
店
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
。
そ
し
て
み
な
さ
ん
が
お
楽

し
み
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
コ
ー
ヒ

ー
や
紅
茶
な
ど
の
豊
富
な
ド
リ
ン
ク

メ
ニ
ュ
ー
や
軽
食
や
ホ
ー
ム
メ
イ
ド

ケ
ー
キ
を
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
お
食
事
の
お
持
ち
込
み
も
い
た

だ
け
ま
す
の
で
、
近
所
の
和
菓
子
屋

さ
ん
や
ケ
ー
キ
屋
さ
ん
経
由
の
ご
来

店
、
好
き
嫌
い
が
多
い
お
子
さ
ん
の

た
め
の
手
作
り
の
お
弁
当
の
ご
持
参

も
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
、
「
海
」
の
よ
う
に
あ
る

こ
と
が
当
た
り
前
の
場
所
に
し
た
い

と
思
い
、店
名
を
「
Ｕ
Ｍ
Ｉ
（
う
み
）」

に
し
ま
し
た
。
「
ち
ょ
っ
と
Ｕ
Ｍ
Ｉ

に
行
っ
て
く
る
よ
」
そ
の
一
言
で
み

な
さ
ん
の
心
が
少
し
で
も
明
る
く
な

れ
る
よ
う
頑
張
り
ま
す
。

こ
う
た

たくさんの本・雑誌

おすすめはカフェラテ→
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教育委員会からのお知らせ教育委員会からのお知らせ

しもすわ人形劇まつり　２０１９

自然観察会　～ガイドと歩く夏の八島湿原～

日　時：７月６日（土）午後１時30分～午後４時30分（予定）
　　　　７月７日（日）午前10時00分～午後１時00分（予定）
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
☆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〉下諏訪総合文化センター　28－0018

演　題：『 石器から探る中部高地の縄文世界 』
講　師：宮坂　清（諏訪湖博物館・赤彦記念館　館長）
日　時：７月28日（日）　午後１時30分～午後３時00分
会　場：文化センター２階　集会室　※当日受付可（受講料100円）

日　時：８月３日（土） 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）　※雨天中止
定　員：60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：100円（保険料・資料代）
申込み：参加費を添えて、７月25日（木）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）

　縄文ブームと言われる昨今、土偶や土器の造形美が注目されていますが、縄文人の社会や
文化を探るうえで欠かせないのは、生活の道具である「石器」の研究です。縄文人は矢尻な
ど生業用の石器から精神文化に関わる石器まで複雑な道具の体系を作りました。その実態を
読み解き、石器から中部高地の縄文世界を探ってみようと思います。

八島湿原は日本最南の湿原です。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。

問合せ　☎28-0002（生涯学習係）

町民大学 －下諏訪で学ぶ ②－


