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下
諏
訪
南
小  

栄
養
士

　
　立
野

　裕
子

何
で
も
食
べ
て
　
元
気
な
南
っ
子
に

　
南
っ
子
た
ち
が
、
好
き
嫌
い
な
く

何
で
も
食
べ
て
、
元
気
に
丈
夫
に
育

っ
て
ほ
し
い
と
願
い
な
が
ら
、
毎
日

給
食
作
り
を
し
て
い
ま
す
。
ご
家
庭

で
も
同
じ
思
い
で
食
事
作
り
を
し
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
で

も
、
「
好
き
嫌
い
が
多
く
て
、
栄
養

が
偏
ら
な
い
か
心
配
で
す
」
「
子
ど

も
の
嫌
い
な
食
材
を
出
す
と
、
残
す

こ
と
が
多
く
て…

」
な
ど
、
食
に
関

す
る
好
き
嫌
い
の
悩
み
は
つ
き
ま
せ

ん
。

　
動
物
は
体
に
必
要
な
も
の
を
「
お

い
し
い
」
、
有
毒
な
も
の
を
「
ま
ず

い
」
と
感
じ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
エ

ネ
ル
ギ
ー
や
ア
ミ
ノ
酸
を
含
む
甘
み

や
う
ま
み
、
塩
な
ど
の
塩
み
を
好
み

ま
す
。
一
方
、
酸
み
や
苦
み
を
避
け

ま
す
。
こ
れ
は
腐
敗
し
た
も
の
は
酸

っ
ぱ
く
、
毒
物
は
苦
い
も
の
が
多
い

た
め
で
す
。
し
か
し
、
酸
み
や
苦
み

の
あ
る
も
の
で
も
、
体
験
を
重
ね
る

こ
と
で
無
害
だ
と
わ
か
る
と
、
食
べ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
の
味
覚
や
食

べ
る
意
欲
は
日
々
異
な
る
の
で
、
昨

日
ま
で
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
が
、

友
達
と
一
緒
に
食
べ
た
ら
食
べ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
り
調
理
方
法
を
変

え
た
ら
食
べ
ら
れ
た
り
、
ほ
ん
の
少

し
の
き
っ
か
け
で
食
べ
ら
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

　
毎
年
、
一
月
に
行
わ
れ
る
給
食
旬

間
で
、
給
食
室
の
先
生
方
に
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
書
く
と
い
う
企
画
が
あ
り
ま

す
。
「
揚
げ
パ
ン
が
好
き
だ
」
「
僕

は
、
マ
ン
ナ
ン
サ
ラ
ダ
が
好
き
で
す
。

な
の
で
、
さ
ら
に
お
い
し
い
サ
ラ
ダ

を
作
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す
る
と
、

野
菜
が
嫌
い
な
人
も
お
い
し
い
と
言

っ
て
お
か
わ
り
し
て
く
れ
る
と
思
い

ま
す
。が
ん
ば
っ
て
く
だ
さ
い
」「
い

つ
も
栄
養
た
っ
ぷ
り
の
給
食
を
作
っ

て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

私
は
セ
ロ
リ
が
嫌
い
だ
け
ど
、が
ん
ば

っ
て
食
べ
た
い
と
思
い
ま
す
」
「
唐

突
で
す
が
、

僕
は
春
雨

サ
ラ
ダ
が

好
き
で
す
。

僕
に
も
嫌

い
な
食
べ

物
が
あ
り

ま
す
。
ナ

ス
で
す
。

で
す
が
、

給
食
に
出
る
ナ
ス
の
グ
ラ
タ
ン
は
お

い
し
く
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
う
考
え
る
と
給
食
の
先
生
は
、
苦

手
な
食
べ
物
を
お
い
し
く
し
て
し
ま

う
魔
法
使
い
の
よ
う
で
す
。
六
年
間

お
い
し
い
給
食
を
食
べ
ら
れ
て
よ
か

っ
た
で
す
」
・
・
・

 

毎
日
の
給
食
の
中
に
は
、
好
き
な

も
の
だ
け
で
な
く
、
苦
手
な
も
の
も

出
て
き
ま
す
。
そ
ん
な
時
、
南
っ
子

た
ち
は
、
少
し
ず
つ
で
も
食
べ
よ
う

と
努
力
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
い
ろ

い
ろ
な
食
材
や
味
を
体
験
す
る
こ
と

は
、
単
に
栄
養
を
摂
取
す
る
だ
け
で

な
く
、
味
覚
の
発
達
に
も
つ
な
が
り

ま
す
。
多
種
類
の
食
材
を
い
ろ
い
ろ

な
料
理
で
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
よ

う
に
、
楽
し
い
食
事
環
境
を
整
え
る

こ
と
が
大
切
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

 

こ
れ
か
ら
も
、
新
鮮
な
季
節
の
食

材
や
安
心
、
安
全
な
地
元
の
食
材
を

使
っ
て
、
丁
寧
に
心
を
こ
め
て
お
い

し
い
給
食
作
り
を
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

「
老
舗
を
受
け
継
い
で
」

　
私
が
諏
訪
に
来
た
の
は
諏
訪
が
新

産
業
都
市
に
指
定
さ
れ
東
洋
の
ス
イ

ス
と
言
わ
れ
た
昭
和
三
十
五
年
で
す
。

そ
し
て
旧
ヤ
シ
カ
に
入
社
し
ま
し
た
。

当
時
、
下
諏
訪
町
は
活
気
に
満
ち
溢

れ
て
い
ま
し
た
。
会
社
で
は
検
査
の

仕
事
に
就
き
七
年
間
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

生
活
を
し
て
昭
和
四
十
二
年
に
現
在

の
林
屋

に
入
り

ま
し
た
。

仕
事
は

全
く
異

な
り
戸

惑
う
ば

か
り
で

し
た
。

林
屋
は

明
治
二
十
六
年
、
祖
父
が
十
才
の
時

に
曾
祖
父
が
創
業
し
た
と
聞
い
て
い

ま
す
。

　
信
濃
の
国
の
歌
に
も
「
諏
訪
の
湖

に
は
魚
多
し
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
よ

う
に
昔
か
ら
諏
訪
地
方
は
諏
訪
湖
の

魚
に
恵
ま
れ
、
わ
か
さ
ぎ
・
鯉
・

鮒
・
川
海
老
・
鰻
・
は
や
・
シ
ジ
ミ

等
、
他
の
地
方
で
は
珍
し
い
川
魚
屋

と
し
て
活
魚
や
加
工
品
を
貨
物
列
車

で
地
方
に
送
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

地
元
で
は
川
魚
は
常
食
と
し
て
は
も

ち
ろ
ん
冠
婚
葬
祭
・
御
柱
祭
・
お
舟

祭
り
等
、
人
寄
り
の
時
に
は
欠
か
せ

な
い
御
馳
走
で
し
た
。

　
昭
和
の
バ
ブ
ル
時
代
に
は
多
く
の

観
光
客
が
諏
訪
地
方
を
訪
れ
ま
し
た
。

私
は
旅
館
や
ホ
テ
ル
の
食
膳
に
出
さ

れ
る
鯉
や
鰻

を
さ
ば
い
て
、

煮
た
り
焼
い

た
り
全
部
手

作
り
の
仕
事

で
多
忙
を
極

め
て
お
り
ま

し
た
。
お
客

様
の
注
文
に
は
ど
ん
な
に
大
変
で
も

間
に
合
わ
せ
る
事
を
第
一
に
、
御
柱

祭
の
時
は
徹
夜
の
仕
事
も
何
度
と
な

く
重
ね
て
き
ま
し
た
。

　
昭
和
か
ら
平
成
に
な
り
諏
訪
湖
端

の
三
つ
の
ホ
テ
ル
が
廃
業
し
下
諏
訪

宿
の
旅
館
も
縮
小
さ
れ
、
ま
た
食
文

化
も
変
わ
っ
て
小
骨
の
多
い
川
魚
離

れ
が
顕
著
に

な
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
こ

で
平
成
十
五

年
に
五
代
目

の
長
男
が
鰻

と
川
魚
の
食

事
処
「
う
な

ぎ
林
屋
」
を

た
ち
あ
げ
ま

し
た
。
栄
養

豊
富
で
美
味

し
い
川
魚
の

食
文
化
が
受
け
継
が
れ
る
よ
う
に
魚

の
炊
き
方
等
調
理
法
を
考
え
工
夫
し

て
い
ま
す
。
「
後
継
者
が
い
な
い
」

と
い
う
こ
と
に
頭
を
悩
ま
せ
る
。
そ

ん
な
話
は
よ
く
聞
き
ま
す
。
幸
い
な

こ
と
に
、
東
京
で
調
理
師
と
し
て
頑

張
っ
て
い
る
孫
が
い
ず
れ
林
屋
に
戻

っ
て
く
る
と
の
こ
と
。
楽
し
み
で
あ

り
ま
す
。

　
私
は
今
年
で
八
十
才
に
な
り
ま
す
。

今
日
ま
で
こ
の
よ
う
に
仕
事
が
続
け

ら
れ
た
の
は
先
々
代
・
先
代
、
支
え

て
く
れ
た
家
内
、
従
業
員
、
そ
し
て

何
よ
り
お
得
意
様
、
遠
方
か
ら
も
ご

注
文
く
だ
さ
る
お
客
様
の
お
か
げ
と

心
か
ら
感
謝
し
て
い
ま
す
。
あ
と
何

年
こ
の
よ
う
に
仕
事
が
で
き
る
か
分

か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
も
当
り

前
の
こ
と
で
す
が
お
客
様
を
大
切
に

し
て
先
代
か
ら
の
味
を
守
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

た
て
の

ゆ
う
こ

林
屋
川
魚
店

　
　林

　
　洋
三

は
や
し

よ
う
ぞ
う

鮒の甘露煮

鯉の旨煮

わかさぎを１時間ほど煮て
ざるにあげます
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地
方
に
送
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

地
元
で
は
川
魚
は
常
食
と
し
て
は
も

ち
ろ
ん
冠
婚
葬
祭
・
御
柱
祭
・
お
舟

祭
り
等
、
人
寄
り
の
時
に
は
欠
か
せ

な
い
御
馳
走
で
し
た
。

　
昭
和
の
バ
ブ
ル
時
代
に
は
多
く
の

観
光
客
が
諏
訪
地
方
を
訪
れ
ま
し
た
。

私
は
旅
館
や
ホ
テ
ル
の
食
膳
に
出
さ

れ
る
鯉
や
鰻

を
さ
ば
い
て
、

煮
た
り
焼
い

た
り
全
部
手

作
り
の
仕
事

で
多
忙
を
極

め
て
お
り
ま

し
た
。
お
客

様
の
注
文
に
は
ど
ん
な
に
大
変
で
も

間
に
合
わ
せ
る
事
を
第
一
に
、
御
柱

祭
の
時
は
徹
夜
の
仕
事
も
何
度
と
な

く
重
ね
て
き
ま
し
た
。

　
昭
和
か
ら
平
成
に
な
り
諏
訪
湖
端

の
三
つ
の
ホ
テ
ル
が
廃
業
し
下
諏
訪

宿
の
旅
館
も
縮
小
さ
れ
、
ま
た
食
文

化
も
変
わ
っ
て
小
骨
の
多
い
川
魚
離

れ
が
顕
著
に

な
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
こ

で
平
成
十
五

年
に
五
代
目

の
長
男
が
鰻

と
川
魚
の
食

事
処
「
う
な

ぎ
林
屋
」
を

た
ち
あ
げ
ま

し
た
。
栄
養

豊
富
で
美
味

し
い
川
魚
の

食
文
化
が
受
け
継
が
れ
る
よ
う
に
魚

の
炊
き
方
等
調
理
法
を
考
え
工
夫
し

て
い
ま
す
。
「
後
継
者
が
い
な
い
」

と
い
う
こ
と
に
頭
を
悩
ま
せ
る
。
そ

ん
な
話
は
よ
く
聞
き
ま
す
。
幸
い
な

こ
と
に
、
東
京
で
調
理
師
と
し
て
頑

張
っ
て
い
る
孫
が
い
ず
れ
林
屋
に
戻

っ
て
く
る
と
の
こ
と
。
楽
し
み
で
あ

り
ま
す
。

　
私
は
今
年
で
八
十
才
に
な
り
ま
す
。

今
日
ま
で
こ
の
よ
う
に
仕
事
が
続
け

ら
れ
た
の
は
先
々
代
・
先
代
、
支
え

て
く
れ
た
家
内
、
従
業
員
、
そ
し
て

何
よ
り
お
得
意
様
、
遠
方
か
ら
も
ご

注
文
く
だ
さ
る
お
客
様
の
お
か
げ
と

心
か
ら
感
謝
し
て
い
ま
す
。
あ
と
何

年
こ
の
よ
う
に
仕
事
が
で
き
る
か
分

か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
か
ら
も
当
り

前
の
こ
と
で
す
が
お
客
様
を
大
切
に

し
て
先
代
か
ら
の
味
を
守
っ
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

た
て
の

ゆ
う
こ

林
屋
川
魚
店

　
　林

　
　洋
三

は
や
し

よ
う
ぞ
う

鮒の甘露煮

鯉の旨煮

わかさぎを１時間ほど煮て
ざるにあげます



生涯学習 2020.6   14 15　生涯学習 2020.6 ■下諏訪体育館の６月の休館日は、２・９・16・23・30日です。■下諏訪図書館の６月の休館日は、１・８・15・22・29日です。

「
宿
場
を
語
る
笑
顔
の
仏
像
」

下
諏
訪
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
絡
協
議
会
の
取
り
組
み

〜
昔
の
遊
び
を
通
し
て
世
代
間
交
流
を
〜

　
江
戸
時
代
の
中
山
道
下
諏
訪
宿
、

来
迎
寺
入
口
に
我
が
家
は
あ
り
ま
す

が
、
現
在
『
花
屋
茂
七
館
』
と
い
う

呼
び
名
で
街
か
ど
博
物
館
を
開
設
し

て
お
り
十
一
年
目
を
迎
え
て
い
ま
す
。

残
さ
れ
て
い
る
文
化
財
を
一
人
で
も

多
く
の
人
に
知
っ
て
い
た
だ
き
そ
れ

を
今
に
活
か
し
て
も
ら
え
れ
ば
の
思

い
で
の
開
設
で
す
。

　
メ
イ
ン
の
展
示
は
木
喰
（
も
く
じ

き
）
上
人
が
文
化
三
年（
一
八
〇
六
）

に
彫
像
し
た
虚
空
蔵
菩
薩
座
像
（
こ

く
う
ぞ
う
ぼ
さ
つ
ざ
ぞ
う
│
下
諏
訪

町
指
定
文
化
財
│
）
で
す
。
像
高
は

二
十
六
セ
ン
チ
と
小
さ
な
仏
像
で
す

が
、
上
人
が
像
に
合
わ
せ
て
作
っ
た

素
朴
な
厨
子
の
中
に
納
め
ら
れ
て
お

り
、
対
面
す
る
と
優
し
く
奥
深
い
笑

み
に
自
然
に
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
い

ま
す
。

　
こ
の
仏
像
は
、
上
人
四
回
目
の
来

訪
時
、
お
世
話
係
り
を
勤
め
た
宿
場

の
商
人
吾
妻
屋
終
治
の
た
め
に
造
り

手
渡
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
我
が
家

の
先
祖
茂
七
が
終
治
の
茶
屋
で
働
い

て
い
た
縁
で
、
終
治
か
ら
貰
い
受
け

た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
茂
七
の

息
子
茂
七
（
二
代
と
も
茂
七
と
名
乗

っ
て
い
た
）
は
、
下
の
原
で
の
百
姓

を
止
め
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
頃
、

現
在
地
に
花
屋
と
い
う
屋
号
で
茶
屋

を
開
業
、
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九

三
）
に
廃
業
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後

も
代
々
引
き
継
が
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　
木
喰
上
人
は
こ
の
地
に
五
回
、
そ

の
う
ち
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
、

文
化
三
年
、
四
年
（
一
八
〇
六
、
七
）

と
短
期
間
に
三
回
も
訪
れ
、
全
国
希

な
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由

は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
一
番
の

理
由
は
当
時
こ
の
地
で
盛
ん
だ
っ
た

御
嶽
講
（
お
ん
た
け
こ
う
）
の
人
達

と
の
強
い
結
び
つ
き
が
で
き
た
こ
と

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
吾

妻
屋
終
治
は
湯
田
講
（
下
諏
訪
宿
を

中
心
に
し
た
御
嶽
講
）
の
講
頭
で
あ

り
、
下
諏
訪
町
や
岡
谷
市
に
残
さ
れ

て
い
る
木
喰
上
人
の
作
品
は
ほ
と
ん

ど
全
て
が
御
嶽
講
の
人
達
に
与
え
ら

れ
た
も
の
で
す
。

　
当
館
を
訪
れ
る
方
は
多
い
と
は
言

え
ま
せ
ん
が
、
全
国
か
ら
熱
心
な
愛

好
家
、
研
究
者
が
来
ら
れ
た
り
、
地

方
Ｔ
Ｖ
や
雑
誌
の
取
材
も
受
け
ま
し

た
。
初
め
て
木
喰
仏
に
接
す
る
方
に

花
屋
茂
七
館

　
　小
松

　秀
夫

篠
遠

　良
子

こ
ま
つ

し
の
と
う

よ
し
こ

ひ
で
お

は
な
や
も
し
ち
か
ん

　
　
　木
喰
上
人
の
紹
介

　
木
喰
上
人
は
享
保
三
年
（
一
七

一
八
）
山
梨
県
身
延
町
丸
畑
で
出

生
、
十
四
歳
で
江
戸
に
出
て
働
く

が
出
世
は
ま
ま
な
ら
ず
、
二
十
二

歳
の
と
き
大
山
不
動
尊
に
参
籠

（
さ
ん
ろ
う
）
の
お
り
、
真
言
宗

の
高
僧
と
出
会
い
仏
法
の
世
界
に

入
る
こ
と
を
決
意
。
四
十
五
歳
の

と
き
水
戸
羅
漢
寺
の
観
海
上
人
よ

り
木
食
戒
を
授
か
り
さ
ら
に
厳
し

い
修
行
を
重
ね
、
五
十
六
歳
、
全

国
へ
の
遊
行
を
始
め
る
。
六
十
歳

過
ぎ
に
独
自
の
手
法
で
彫
像
を
始

め
、
八
十
歳
過
ぎ
に
一
千
体
彫
像

の
大
願
を
も
ち
、
各
地
で
精
力
的

な
彫
像
を
行
っ
た
。
現
在
全
国
各

地
に
六
百
三
十
体
ほ
ど
の
所
在
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
下
諏
訪
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
絡
協

議
会
（
大
日
向
和
彦
会
長
）
に
は
、

伝
統
的
な
遊
び
を
通
し
て
高
齢
者
と

子
ど
も
た
ち
が
触
れ
合
う
、
「
昔
の

遊
び
で
も
り
あ
が
ろ
う
！
」
と
い
う

活
動
が
あ
り
ま
す
。
昨
年
度
は
一
月

二
十
六
日
に
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
で

開
催
し
、
参
加
者
は
過
去
最
多
の
百

三
十
人
で
し
た
。

　
活
動
内
容
は
、
地
域
の
皆
さ
ん
と

子
ど
も
た
ち
で
花
札
や
折
り
紙
、
け

ん
玉
な
ど
の
遊
び
を
し
た
り
、
向
陽

高
校
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
部
の
手
ほ
ど
き

で
ビ
ー
ズ
な
ど
を
使
っ
た
手
芸
を
楽

は
で
き
る
だ
け

分
か
り
や
す
い

説
明
に
心
が
け
、

時
間
に
ゆ
と
り

の
あ
る
方
に
は

お
茶
の
も
て
な

し
も
し
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
木
喰

仏
の
ま
わ
り
に

は
、
江
戸
末
期

か
ら
現
在
ま
で

の
生
活
用
品
、
信
仰
資
料
、
書
、
日

本
画
な
ど
年
数
回
展
示
替
え
を
し
て

い
ま
す
の
で
、
地
域
の
皆
様
に
も
気

軽
に
立
ち
寄
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。

社
会
教
育
委
員
会
報
告し

ん
だ
り
し
ま
し
た
。
ま
た
、
町
ス

ポ
ー
ツ
推
進
委
員
の
永
井
多
聞
さ
ん

に
バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト
、
ジ
ャ
グ
リ
ン

グ
な
ど
を
披
露
し
て
い
た
だ
き
、
昼

食
は
皆
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
手
作
り
の

カ
レ
ー
ラ
イ
ス
を
食
べ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
地
域
と
子
ど
も
た
ち
の

世
代
間
の

交
流
は
、

こ
れ
ま
で

社
会
福
祉

協
議
会
と

の
連
携
を

軸
に
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ

ア
会
員
の

皆
さ
ん
の

協
力
を
得

て
活
動
を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。
毎

年
、
開
催
時
期
が
冬
の
た
め
ウ
イ
ル

ス
性
の
病
気
に
か
か
り
易
い
な
ど
心

配
な
点
も
あ
り
ま
し
た
が
、
今
年
は

流
行
前
に
開
催
で
き
た
こ
と
が
何
よ

り
収
穫
で
し
た
。
し
か
し
、
役
員
の

担
い
手
不
足
に
よ
る
会
の
存
続
が
今

の
最
大
の
課
題
で
あ
り
、
一
回
で
も

多
く
開
催
で
き
る
こ
と
を
願
っ
て
い

ま
す
。

　
参
加
者
の
感
想

○
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
が
、
ル
ー
ル

を
い
ろ
い
ろ
教
え
て
く
れ
た
か
ら

楽
し
か
っ
た
。
　
　
（
小
学
生
）

○
参
加
者
が
大
勢
い
た
せ
い
か
、
以

前
よ
り
会
場
に
活
気
が
あ
っ
た
。

（
向
陽
高
校
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
部
）

○
楽
し
い
こ
と
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で
、

小
さ
な
二
人
の
子
ど
も
た
ち
が
集

中
し
て
遊
べ
た
。
　
（
保
護
者
）

○
多
聞
さ
ん
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に

息
子
た
ち
が
釘
付
け
に
な
り
大
興

奮
で
し
た
。
　
　
　
（
保
護
者
）

○
保
護
者
の
方
が
積
極
的
に
片
付
け

を
手
伝
っ
て
く
だ
さ
れ
感
激
し
た
。

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）

○
保
護
者
の
方
が
バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト

の
風
船
を
一
緒
に
膨
ら
ま
せ
て
く

れ
助
か
っ
た
。
　
（
社
協
職
員
）

　
　
　御
嶽
講
と
は

　
山
岳
信
仰
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、

木
曽
御
嶽
山
を
信
仰
す
る
民
衆
の

集
ま
り
。
江
戸
時
代
中
期
に
は
富

士
山
と
と
も
に
御
嶽
山
が
庶
民
の

信
仰
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
、
各

地
に
御
嶽
講
が
結
成
さ
れ
た
。（
編

集
委
員
会
註
。
参
考
文
献
『
民
俗

学
辞
典
』
東
京
堂
出
版
・
『
日
本

史
広
辞
典
』
山
川
出
版
社
）

街道に集う～街かど博物館～街道に集う～街かど博物館～
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「
宿
場
を
語
る
笑
顔
の
仏
像
」

下
諏
訪
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
絡
協
議
会
の
取
り
組
み

〜
昔
の
遊
び
を
通
し
て
世
代
間
交
流
を
〜

　
江
戸
時
代
の
中
山
道
下
諏
訪
宿
、

来
迎
寺
入
口
に
我
が
家
は
あ
り
ま
す

が
、
現
在
『
花
屋
茂
七
館
』
と
い
う

呼
び
名
で
街
か
ど
博
物
館
を
開
設
し

て
お
り
十
一
年
目
を
迎
え
て
い
ま
す
。

残
さ
れ
て
い
る
文
化
財
を
一
人
で
も

多
く
の
人
に
知
っ
て
い
た
だ
き
そ
れ

を
今
に
活
か
し
て
も
ら
え
れ
ば
の
思

い
で
の
開
設
で
す
。

　
メ
イ
ン
の
展
示
は
木
喰
（
も
く
じ

き
）
上
人
が
文
化
三
年（
一
八
〇
六
）

に
彫
像
し
た
虚
空
蔵
菩
薩
座
像
（
こ

く
う
ぞ
う
ぼ
さ
つ
ざ
ぞ
う
│
下
諏
訪

町
指
定
文
化
財
│
）
で
す
。
像
高
は

二
十
六
セ
ン
チ
と
小
さ
な
仏
像
で
す

が
、
上
人
が
像
に
合
わ
せ
て
作
っ
た

素
朴
な
厨
子
の
中
に
納
め
ら
れ
て
お

り
、
対
面
す
る
と
優
し
く
奥
深
い
笑

み
に
自
然
に
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
い

ま
す
。

　
こ
の
仏
像
は
、
上
人
四
回
目
の
来

訪
時
、
お
世
話
係
り
を
勤
め
た
宿
場

の
商
人
吾
妻
屋
終
治
の
た
め
に
造
り

手
渡
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
我
が
家

の
先
祖
茂
七
が
終
治
の
茶
屋
で
働
い

て
い
た
縁
で
、
終
治
か
ら
貰
い
受
け

た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
茂
七
の

息
子
茂
七
（
二
代
と
も
茂
七
と
名
乗

っ
て
い
た
）
は
、
下
の
原
で
の
百
姓

を
止
め
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
頃
、

現
在
地
に
花
屋
と
い
う
屋
号
で
茶
屋

を
開
業
、
明
治
二
十
六
年
（
一
八
九

三
）
に
廃
業
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後

も
代
々
引
き
継
が
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　
木
喰
上
人
は
こ
の
地
に
五
回
、
そ

の
う
ち
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
、

文
化
三
年
、
四
年
（
一
八
〇
六
、
七
）

と
短
期
間
に
三
回
も
訪
れ
、
全
国
希

な
地
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由

は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
一
番
の

理
由
は
当
時
こ
の
地
で
盛
ん
だ
っ
た

御
嶽
講
（
お
ん
た
け
こ
う
）
の
人
達

と
の
強
い
結
び
つ
き
が
で
き
た
こ
と

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
吾

妻
屋
終
治
は
湯
田
講
（
下
諏
訪
宿
を

中
心
に
し
た
御
嶽
講
）
の
講
頭
で
あ

り
、
下
諏
訪
町
や
岡
谷
市
に
残
さ
れ

て
い
る
木
喰
上
人
の
作
品
は
ほ
と
ん

ど
全
て
が
御
嶽
講
の
人
達
に
与
え
ら

れ
た
も
の
で
す
。

　
当
館
を
訪
れ
る
方
は
多
い
と
は
言

え
ま
せ
ん
が
、
全
国
か
ら
熱
心
な
愛

好
家
、
研
究
者
が
来
ら
れ
た
り
、
地

方
Ｔ
Ｖ
や
雑
誌
の
取
材
も
受
け
ま
し

た
。
初
め
て
木
喰
仏
に
接
す
る
方
に

花
屋
茂
七
館

　
　小
松

　秀
夫

篠
遠

　良
子

こ
ま
つ

し
の
と
う

よ
し
こ

ひ
で
お

は
な
や
も
し
ち
か
ん

　
　
　木
喰
上
人
の
紹
介

　
木
喰
上
人
は
享
保
三
年
（
一
七

一
八
）
山
梨
県
身
延
町
丸
畑
で
出

生
、
十
四
歳
で
江
戸
に
出
て
働
く

が
出
世
は
ま
ま
な
ら
ず
、
二
十
二

歳
の
と
き
大
山
不
動
尊
に
参
籠

（
さ
ん
ろ
う
）
の
お
り
、
真
言
宗

の
高
僧
と
出
会
い
仏
法
の
世
界
に

入
る
こ
と
を
決
意
。
四
十
五
歳
の

と
き
水
戸
羅
漢
寺
の
観
海
上
人
よ

り
木
食
戒
を
授
か
り
さ
ら
に
厳
し

い
修
行
を
重
ね
、
五
十
六
歳
、
全

国
へ
の
遊
行
を
始
め
る
。
六
十
歳

過
ぎ
に
独
自
の
手
法
で
彫
像
を
始

め
、
八
十
歳
過
ぎ
に
一
千
体
彫
像

の
大
願
を
も
ち
、
各
地
で
精
力
的

な
彫
像
を
行
っ
た
。
現
在
全
国
各

地
に
六
百
三
十
体
ほ
ど
の
所
在
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
下
諏
訪
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
絡
協

議
会
（
大
日
向
和
彦
会
長
）
に
は
、

伝
統
的
な
遊
び
を
通
し
て
高
齢
者
と

子
ど
も
た
ち
が
触
れ
合
う
、
「
昔
の

遊
び
で
も
り
あ
が
ろ
う
！
」
と
い
う

活
動
が
あ
り
ま
す
。
昨
年
度
は
一
月

二
十
六
日
に
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
で

開
催
し
、
参
加
者
は
過
去
最
多
の
百

三
十
人
で
し
た
。

　
活
動
内
容
は
、
地
域
の
皆
さ
ん
と

子
ど
も
た
ち
で
花
札
や
折
り
紙
、
け

ん
玉
な
ど
の
遊
び
を
し
た
り
、
向
陽

高
校
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
部
の
手
ほ
ど
き

で
ビ
ー
ズ
な
ど
を
使
っ
た
手
芸
を
楽

は
で
き
る
だ
け

分
か
り
や
す
い

説
明
に
心
が
け
、

時
間
に
ゆ
と
り

の
あ
る
方
に
は

お
茶
の
も
て
な

し
も
し
て
い
ま

す
。

　
ま
た
、
木
喰

仏
の
ま
わ
り
に

は
、
江
戸
末
期

か
ら
現
在
ま
で

の
生
活
用
品
、
信
仰
資
料
、
書
、
日

本
画
な
ど
年
数
回
展
示
替
え
を
し
て

い
ま
す
の
で
、
地
域
の
皆
様
に
も
気

軽
に
立
ち
寄
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。

社
会
教
育
委
員
会
報
告し

ん
だ
り
し
ま
し
た
。
ま
た
、
町
ス

ポ
ー
ツ
推
進
委
員
の
永
井
多
聞
さ
ん

に
バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト
、
ジ
ャ
グ
リ
ン

グ
な
ど
を
披
露
し
て
い
た
だ
き
、
昼

食
は
皆
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
手
作
り
の

カ
レ
ー
ラ
イ
ス
を
食
べ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
地
域
と
子
ど
も
た
ち
の

世
代
間
の

交
流
は
、

こ
れ
ま
で

社
会
福
祉

協
議
会
と

の
連
携
を

軸
に
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ

ア
会
員
の

皆
さ
ん
の

協
力
を
得

て
活
動
を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。
毎

年
、
開
催
時
期
が
冬
の
た
め
ウ
イ
ル

ス
性
の
病
気
に
か
か
り
易
い
な
ど
心

配
な
点
も
あ
り
ま
し
た
が
、
今
年
は

流
行
前
に
開
催
で
き
た
こ
と
が
何
よ

り
収
穫
で
し
た
。
し
か
し
、
役
員
の

担
い
手
不
足
に
よ
る
会
の
存
続
が
今

の
最
大
の
課
題
で
あ
り
、
一
回
で
も

多
く
開
催
で
き
る
こ
と
を
願
っ
て
い

ま
す
。

　
参
加
者
の
感
想

○
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
が
、
ル
ー
ル

を
い
ろ
い
ろ
教
え
て
く
れ
た
か
ら

楽
し
か
っ
た
。
　
　
（
小
学
生
）

○
参
加
者
が
大
勢
い
た
せ
い
か
、
以

前
よ
り
会
場
に
活
気
が
あ
っ
た
。

（
向
陽
高
校
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
部
）

○
楽
し
い
こ
と
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で
、

小
さ
な
二
人
の
子
ど
も
た
ち
が
集

中
し
て
遊
べ
た
。
　
（
保
護
者
）

○
多
聞
さ
ん
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に

息
子
た
ち
が
釘
付
け
に
な
り
大
興

奮
で
し
た
。
　
　
　
（
保
護
者
）

○
保
護
者
の
方
が
積
極
的
に
片
付
け

を
手
伝
っ
て
く
だ
さ
れ
感
激
し
た
。

（
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）

○
保
護
者
の
方
が
バ
ル
ー
ン
ア
ー
ト

の
風
船
を
一
緒
に
膨
ら
ま
せ
て
く

れ
助
か
っ
た
。
　
（
社
協
職
員
）

　
　
　御
嶽
講
と
は

　
山
岳
信
仰
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、

木
曽
御
嶽
山
を
信
仰
す
る
民
衆
の

集
ま
り
。
江
戸
時
代
中
期
に
は
富

士
山
と
と
も
に
御
嶽
山
が
庶
民
の

信
仰
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
、
各

地
に
御
嶽
講
が
結
成
さ
れ
た
。（
編

集
委
員
会
註
。
参
考
文
献
『
民
俗

学
辞
典
』
東
京
堂
出
版
・
『
日
本

史
広
辞
典
』
山
川
出
版
社
）

街道に集う～街かど博物館～街道に集う～街かど博物館～
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　明

　
昭
和
の
高
度
経
済
成
長
期
後
、
社

会
人
に
も
教
育
は
必
要
と
言
わ
れ
、

町
で
も
図
書
館
・
公
民
館
・
ス
ポ
ー

ツ
施
設
・
博
物
館
関
連
施
設
な
ど
を

整
備
、
そ
れ
ぞ
れ
運
営
支
援
の
町
民

委
員
を
お
き
、
社
会
教
育
活
動
開
始

（
私
も
図
書
館
協
議
委
員
）
。

　
そ
し
て
平
成
時
代
。
初
年
、
自
ら

学
習
す
る
意
欲
と
能
力
を
養
う
こ
と

が
大
切
と
「
生
涯
学
習
時
代
」
に
入

っ
た
。

　
昭
和
期
か
ら
、
前
述
の
町
社
会
教

育
施
設
委
員
代
表
・
町
婦
人
会
等
自

主
的
組
織
代
表
に
よ
り
構
成
さ
れ
る

「
社
会
教
育
委
員
会
」
が
あ
っ
た
が

こ
の
時
期
か
ら
、
こ
れ
を
「
町
生
涯

学
習
委
員
会
」
と
考
え
た
よ
う
だ
。

　
私
は
、
町
図
書
館
改
築
後
も
委
員

を
つ
と
め
社
会
教
育
委
員
も
兼
務
。

平
成
八
年
、
町
教
委
に
「
生
涯
学
習

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
・
わ
が
町
下
諏
訪―

（
歴
史
編
）（
文
芸
文
化
編
）」
二
冊
を

十
名
の
委
員
が
二
班
に
わ
か
れ
実
地

踏
査
、
撮
影
し
ま
と
め
る
よ
う
諮
問
。

年
数
回
の
実
地
調
査
、
編
集
を
経
て

五
十
ペ
ー
ジ
の
冊
子
と
し
て
刊
行
。

生
涯
学
習
の
楽
し
さ
は
委
員
が
最
も

感
じ
た
よ
う
だ
。
自
信
を
も
っ
た
仕

事
だ
っ
た
が
、
Ｐ
Ｒ
が
悪
か
っ
た
の

か
二
十
年
後
の
今
も
残
部
が
多
い
よ

う
だ
。

　
ま
た
委
員
時
代
、
地
区
・
県
・
中

央
の
研
修
会
に
参
加
。
わ
が
町
や
諏

訪
の
実
践
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
痛
感
。

こ
れ
を
持
続
す
る
の
は
町
民
だ
と
感

じ
、
後
年
一
町
民
に
も
ど
っ
て
か
ら

も
、
仲
間
と
図
書
館
で
読
書
会
を
続

け
た
り
、
求
め
ら
れ
れ
ば
話
に
行
き
、

実
地
調
査
を
手
助
け
し
た
り
、
楽
し

ん
で
き
た
が
、
思
い
が
け
ず
今
度
は

博
物
館
協
議
委
員
に
な
っ
た
。

　
そ
こ
で
ま
ず
驚
い
た
の
は
、
職
員

は
頑
張
っ
て
い
る
の
に
、
町
民
の
入

館
者
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
。

　
現
在
博
物
館
所
管
施
設
は
①
諏
訪

湖
博
物
館
・
赤
彦
記
念
館
　
②
宿
場

街
道
資
料
館
　
③
今
井
邦
子
文
学
館

④
柿
陰
山
房
　
⑤
伏
見
屋
邸
　
⑥
七

曜
星
社
蔵
　
⑦
星
ヶ
塔
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
矢
の
根
や―

こ
れ
を
示
し
、
数
年

間
の
観
覧
回
数
を
問
う
と
大
変
少
な

く
、「
興
味
が
な
い
、
時
間
が
な
い
、

金
が
な
い
、
Ｐ
Ｒ
が
悪
い
」
と
反
論

す
る
。
Ｐ
Ｒ
は
町
広

報
に
毎
号
載
せ
、

「
入
館
料
は
①
⑦
で

必
要
だ
が
そ
れ
も
少

額
、
他
は
無
料
」
と

い
う
と
黙
っ
て
し
ま

う
。
ど
う
に
か
し
て

町
民
に
興
味
を
も
っ

て
も
ら
お
う
と
、
一

昨
年
か
ら
、
柿
陰
山

房
で
、
赤
彦
の
話
を

年
二
回
ず
つ
し
、
昨

年
は
江
戸
期
の
古
地

図
か
ら
町
内
の
史
跡

踏
査
を
企
画
、
高
木

と
東
山
田
の
踏
査
を

し
、
そ
れ
な
り
の
成

町
民
の
学
び
の
場
、
復
活

果
は
あ
っ
た
。
と
く
に
親
子
同
伴
参

加
を
す
す
め
、
そ
ん
な
参
加
も
あ
り

う
れ
し
か
っ
た
。

　
本
年
度
か
ら
博
物
館
関
係
施
設
は

教
育
委
員
会
か
ら
産
業
振
興
課
に
移

管
。
町
民
が
興
味
を
も
た
な
い
施
設

に
町
外
者
が
興
味
を
も
つ
は
ず
は
な

い
。
今
年
が
正
念
場
。
町
民
の
学
び

の
場
に
し
た
い
。

・・町屋敷の婦人会に簡単で美味な、お漬物を聞きました。・・
〇諏訪一の味噌を使って

〇ふっくら豆を煮る

密閉できる容器に1キロの味噌を入れ
300グラムのザラメを混ぜ『味噌床』を
用意する。ここに漬けて美味な一品。

洗って半分に切ったカブを『味噌床』に漬ける。
（約１ケ月）…大根のようにカットして出す。
　　　　　　　　　　　　　　　　（右の写真）

野沢菜のカブ

一晩ひたひたの塩水につけておく。それを翌日
水切りしてから、『味噌床』に1週間入れておく。

１　ひたひたの水に入れて、ストーブの上で軟らか
　　く煮る。水を捨てて砂糖を豆の重さの半分（強）
　　入れて、塩・醤油も少し足してさらに煮る。
　　（上の写真）
２　『お正月の黒豆を煮る時』は、まず沸騰したお　　
　　湯に左の材料を入れて、火を止めて４～５時間
　　そのままにしておく。その後、弱火で軟らかく
　　なるまで煮る。（錆びたくぎ4～5本入れると色
　　も良い）

１　輪切りにした大根を、網かカゴに干して、屋外で乾燥させる（一日）
２　それをいちょう切りにして、みりん・醤油・砂糖を入れた容器にいれて、一日置く。
　　（調味料は、目分量?各ご家庭お任せ…ですみません）

１　左の材料（ワカサギ以外）
　　を全部混ぜて、鍋に入れる。
２　そこにワカサギを入れて少
　　し混ぜ火にかける。後は絶
　　対かき混ぜない。

キュウリ（沢山採れた夏の日に）

・黒豆　　300ｇ
・砂糖　　250～300ｇ（三温糖）
・醤油　　４分の１カップ
・重曹　　小さじ半分
・水　　　８カップ

〇ワカサギの甘露煮

〇大根一夜干しでパリパリ漬け

・ワカサギ　　　　１㎏
・醤油　　　　　180cc
・みりん　　　　  90cc
・砂糖（ザラメ）330ｇ
・生姜４切れ　　200ｇ　

大きめにカットして入れるから,臭み無し

野菜を使い切ることも
とても大事ですね！

美味しい！と
いつも大人気

社会教育委員会報告

※

平
成
九
年
発
行
　
生
涯
学
習
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

「
わ
が
町
　
下
諏
訪
」（
①
歴
史
編
、
②
文
芸
・

文
化
編
）
ご
希
望
の
方
は
、
下
諏
訪
町
教
育
委

員
会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
ぐ
ち

あ
き
ら
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昭
和
の
高
度
経
済
成
長
期
後
、
社

会
人
に
も
教
育
は
必
要
と
言
わ
れ
、

町
で
も
図
書
館
・
公
民
館
・
ス
ポ
ー

ツ
施
設
・
博
物
館
関
連
施
設
な
ど
を

整
備
、
そ
れ
ぞ
れ
運
営
支
援
の
町
民

委
員
を
お
き
、
社
会
教
育
活
動
開
始

（
私
も
図
書
館
協
議
委
員
）
。

　
そ
し
て
平
成
時
代
。
初
年
、
自
ら

学
習
す
る
意
欲
と
能
力
を
養
う
こ
と

が
大
切
と
「
生
涯
学
習
時
代
」
に
入

っ
た
。

　
昭
和
期
か
ら
、
前
述
の
町
社
会
教

育
施
設
委
員
代
表
・
町
婦
人
会
等
自

主
的
組
織
代
表
に
よ
り
構
成
さ
れ
る

「
社
会
教
育
委
員
会
」
が
あ
っ
た
が

こ
の
時
期
か
ら
、
こ
れ
を
「
町
生
涯

学
習
委
員
会
」
と
考
え
た
よ
う
だ
。

　
私
は
、
町
図
書
館
改
築
後
も
委
員

を
つ
と
め
社
会
教
育
委
員
も
兼
務
。

平
成
八
年
、
町
教
委
に
「
生
涯
学
習

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
・
わ
が
町
下
諏
訪―

（
歴
史
編
）（
文
芸
文
化
編
）」
二
冊
を

十
名
の
委
員
が
二
班
に
わ
か
れ
実
地

踏
査
、
撮
影
し
ま
と
め
る
よ
う
諮
問
。

年
数
回
の
実
地
調
査
、
編
集
を
経
て

五
十
ペ
ー
ジ
の
冊
子
と
し
て
刊
行
。

生
涯
学
習
の
楽
し
さ
は
委
員
が
最
も

感
じ
た
よ
う
だ
。
自
信
を
も
っ
た
仕

事
だ
っ
た
が
、
Ｐ
Ｒ
が
悪
か
っ
た
の

か
二
十
年
後
の
今
も
残
部
が
多
い
よ

う
だ
。

　
ま
た
委
員
時
代
、
地
区
・
県
・
中

央
の
研
修
会
に
参
加
。
わ
が
町
や
諏

訪
の
実
践
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
痛
感
。

こ
れ
を
持
続
す
る
の
は
町
民
だ
と
感

じ
、
後
年
一
町
民
に
も
ど
っ
て
か
ら

も
、
仲
間
と
図
書
館
で
読
書
会
を
続

け
た
り
、
求
め
ら
れ
れ
ば
話
に
行
き
、

実
地
調
査
を
手
助
け
し
た
り
、
楽
し

ん
で
き
た
が
、
思
い
が
け
ず
今
度
は

博
物
館
協
議
委
員
に
な
っ
た
。

　
そ
こ
で
ま
ず
驚
い
た
の
は
、
職
員

は
頑
張
っ
て
い
る
の
に
、
町
民
の
入

館
者
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
。

　
現
在
博
物
館
所
管
施
設
は
①
諏
訪

湖
博
物
館
・
赤
彦
記
念
館
　
②
宿
場

街
道
資
料
館
　
③
今
井
邦
子
文
学
館

④
柿
陰
山
房
　
⑤
伏
見
屋
邸
　
⑥
七

曜
星
社
蔵
　
⑦
星
ヶ
塔
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
矢
の
根
や―

こ
れ
を
示
し
、
数
年

間
の
観
覧
回
数
を
問
う
と
大
変
少
な

く
、「
興
味
が
な
い
、
時
間
が
な
い
、

金
が
な
い
、
Ｐ
Ｒ
が
悪
い
」
と
反
論

す
る
。
Ｐ
Ｒ
は
町
広

報
に
毎
号
載
せ
、

「
入
館
料
は
①
⑦
で

必
要
だ
が
そ
れ
も
少

額
、
他
は
無
料
」
と

い
う
と
黙
っ
て
し
ま

う
。
ど
う
に
か
し
て

町
民
に
興
味
を
も
っ

て
も
ら
お
う
と
、
一

昨
年
か
ら
、
柿
陰
山

房
で
、
赤
彦
の
話
を

年
二
回
ず
つ
し
、
昨

年
は
江
戸
期
の
古
地

図
か
ら
町
内
の
史
跡

踏
査
を
企
画
、
高
木

と
東
山
田
の
踏
査
を

し
、
そ
れ
な
り
の
成

町
民
の
学
び
の
場
、
復
活

果
は
あ
っ
た
。
と
く
に
親
子
同
伴
参

加
を
す
す
め
、
そ
ん
な
参
加
も
あ
り

う
れ
し
か
っ
た
。

　
本
年
度
か
ら
博
物
館
関
係
施
設
は

教
育
委
員
会
か
ら
産
業
振
興
課
に
移

管
。
町
民
が
興
味
を
も
た
な
い
施
設

に
町
外
者
が
興
味
を
も
つ
は
ず
は
な

い
。
今
年
が
正
念
場
。
町
民
の
学
び

の
場
に
し
た
い
。

・・町屋敷の婦人会に簡単で美味な、お漬物を聞きました。・・
〇諏訪一の味噌を使って

〇ふっくら豆を煮る

密閉できる容器に1キロの味噌を入れ
300グラムのザラメを混ぜ『味噌床』を
用意する。ここに漬けて美味な一品。

洗って半分に切ったカブを『味噌床』に漬ける。
（約１ケ月）…大根のようにカットして出す。
　　　　　　　　　　　　　　　　（右の写真）

野沢菜のカブ

一晩ひたひたの塩水につけておく。それを翌日
水切りしてから、『味噌床』に1週間入れておく。

１　ひたひたの水に入れて、ストーブの上で軟らか
　　く煮る。水を捨てて砂糖を豆の重さの半分（強）
　　入れて、塩・醤油も少し足してさらに煮る。
　　（上の写真）
２　『お正月の黒豆を煮る時』は、まず沸騰したお　　
　　湯に左の材料を入れて、火を止めて４～５時間
　　そのままにしておく。その後、弱火で軟らかく
　　なるまで煮る。（錆びたくぎ4～5本入れると色
　　も良い）

１　輪切りにした大根を、網かカゴに干して、屋外で乾燥させる（一日）
２　それをいちょう切りにして、みりん・醤油・砂糖を入れた容器にいれて、一日置く。
　　（調味料は、目分量?各ご家庭お任せ…ですみません）

１　左の材料（ワカサギ以外）
　　を全部混ぜて、鍋に入れる。
２　そこにワカサギを入れて少
　　し混ぜ火にかける。後は絶
　　対かき混ぜない。

キュウリ（沢山採れた夏の日に）

・黒豆　　300ｇ
・砂糖　　250～300ｇ（三温糖）
・醤油　　４分の１カップ
・重曹　　小さじ半分
・水　　　８カップ

〇ワカサギの甘露煮

〇大根一夜干しでパリパリ漬け

・ワカサギ　　　　１㎏
・醤油　　　　　180cc
・みりん　　　　  90cc
・砂糖（ザラメ）330ｇ
・生姜４切れ　　200ｇ　

大きめにカットして入れるから,臭み無し

野菜を使い切ることも
とても大事ですね！

美味しい！と
いつも大人気

社会教育委員会報告

※

平
成
九
年
発
行
　
生
涯
学
習
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

「
わ
が
町
　
下
諏
訪
」（
①
歴
史
編
、
②
文
芸
・

文
化
編
）
ご
希
望
の
方
は
、
下
諏
訪
町
教
育
委

員
会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
ぐ
ち

あ
き
ら
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六
月
四
日
は
虫
の
日
で
す
。

　
自
宅
の
周
り
や
祖
父
母
に
連
れ
て
行
か
れ
た
畑

に
も
た
く
さ
ん
の
虫
が
い
て
、
よ
く
虫
と
遊
ん
で

い
ま
し
た
。
イ
モ
ム
シ
が
蛹
（
さ
な
ぎ
）
に
な
り

蝶
に
な
る
よ
う
に
形
が
変
わ
る
虫
や
変
わ
ら
な
い

虫
が
い
る
こ
と
な
ど
、
自
然
の
中
で
遊
ぶ
こ
と
が

で
き
、
小
学
校
の
理
科
の
授
業
は
今
ま
で
見
て
き

た
こ
と
の
答
え
合
わ
せ
の
よ
う
で
し
た
。

　
昆
虫
は
高
い
栄
養
価
と
環
境
負
荷
の
低
さ
か
ら
、

人
口
増
加
に
よ
る
食
糧
難
や
地
球
温
暖
化
に
対
抗

す
る
切
り
札
と
し
て
世
界
中
で
注
目
さ
れ
て
い
ま

す
。
牛
肉
１
㎏
を
生
産
す
る
た
め
に
８
㎏
の
飼
料

が
必
要
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
昆
虫
は
２
㎏
の
飼

料
で
１
㎏
が
生
産
可
能
で
あ
り
、
飼
料
変
換
効
率

が
高
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
私
も
子
ど
も
の
頃
、
祖
父
が
山
か
ら
採
っ
て
き

た
地
蜂
の
巣
か
ら
、
い
っ
ぱ
い
に
詰
ま
っ
た
幼
虫

を
ピ
ン
セ
ッ
ト
で
取
り
出
す
手
伝
い
を
し
た
こ
と

や
祖
母
が
甘
露
煮
に
し
て
く
れ
て
、
見
た
目
は
怖

い
け
れ
ど
食
べ
た
ら
お
い
し
か
っ
た
こ
と
を
思
い

出
し
ま
す
。

　
イ
ナ
ゴ
に
蜂
の
子
と
虫
を
食
べ
る
諏
訪
地
方
の

文
化
は
、
こ
れ
か
ら
の
世
界
の
最
先
端
を
ゆ
く
も

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
相
澤
　
崇
）

六
月
の
こ
え

教育委員会からのおしらせ教育委員会からのおしらせ

町立図書館のおすすめコーナー

「　孫　物　語　」　　
　シーナさんのワタクシ小説のようなエッセイのようなジャンル本。
彼特有の感性がとらえたココロの機微が絶妙に表現される。
　三人の孫（岳君の子ども）との日常が、孫という適度の距離感で
ストレスレスに語られる。あるのは「じいじい」のフニャフニャ笑
いの顔のみ。かつて住んでいた武蔵野の家や義母、弟家族、岳君、
葉さんのことなどが盛り込まれ、シーナファンには楽しめる。
　椎名じいじい誠。顔が目に見えるようだ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書評ボランティア　鶴田　藤作

椎名　誠　著　　　新潮社

紹介した本は図書館で借りられます。電話でも予約が可能です。☎27－5555 

演　題：「諏方かのこ」にみる下ノ諏訪
講　師：宮坂　徹　諏訪湖博物館・赤彦記念館　元館長
日　時：６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）

町民大学　　下諏訪を学ぶ ①

町民大学　　下諏訪を学ぶ ②

「諏方かのこ」は、高島藩士小岩高右衛門在豪が、郡内を遍歴した、地歴・
博物・士族・伝承等雑録を、宝暦６年（1756）にまとめたものです。項目
は105項に及びますが、前述のなかで下諏訪に関するものを紹介しながら、
江戸時代の下ノ諏訪を散歩してみたいと思います。

演　題：「星ヶ塔遺跡が語る縄文世界
　　　　―手のひらにのる黒曜石からはじまる考古学－」
講　師：宮坂　清　公民館長　（日本考古学協会会員）
日　時：７月12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）
　2020年は国史跡星ヶ塔遺跡が発見されて100年目にあたります。あらた
めて星ヶ塔遺跡とはどんな遺跡なのか、大正時代以来の調査の足跡を振り返
るとともに、私たちの行ってきた調査の生々しい様子をスライドで紹介し、
縄文時代の黒曜石鉱山を探求する考古学調査の楽しさをお伝えしたいと思い
ます。
　そして、星ヶ塔遺跡や黒曜石の研究が、縄文人の生活を解明するうえで重
要な役割を果たすことを研究の実践例から紹介し、人類の生活世界を探る考
古学研究の魅力をお伝えしたいと思います。

お問い合わせ　下諏訪町公民館　☎28-0002

※コロナウイルス感染症の拡大状況から、講座内容
　の変更および開講が中止となる場合があります。

安全に運動・スポーツをするチェックポイント
　コロナウイルス感染症の影響による外出自粛時において、感染拡大を防止しつつ、安全・
安心に運動に取り組んでもらうため、次の点に留意し、健康維持に努めましょう。

１　体調をチェック
・体温は平熱である、発熱や咳、のどの痛みなど風邪の症状がない、だるさ、
　息苦しさがない、においや味がいつもと同じ。

２　感染予防の基本
　・手洗い・マスクの着用・咳エチケット
　・密閉・密集・密接の三つの密のうち一つでも該当しないように注意してください。

３　運動・スポーツを行うときの留意点
　・マスクを着用しましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　 
　・自宅でできる運動・スポーツに取り組みましょう。
・ジョギング・ランニング、ウォーキングは、人混みを避け、なるべく距離をあけて行っ
てください。ジョギングは約10m、ウォーキングは約５mあけることが推奨されてい
ます。

　６月に計画していました、バドミントン教室、スポーツウェルネス吹き矢教室は、11月
に延期して開講する予定です。詳細は、あらためて、ご案内いたします。

問い合わせ先　教育こども課スポーツ振興係　電話27－1455

約10ｍ
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六
月
四
日
は
虫
の
日
で
す
。

　
自
宅
の
周
り
や
祖
父
母
に
連
れ
て
行
か
れ
た
畑

に
も
た
く
さ
ん
の
虫
が
い
て
、
よ
く
虫
と
遊
ん
で

い
ま
し
た
。
イ
モ
ム
シ
が
蛹
（
さ
な
ぎ
）
に
な
り

蝶
に
な
る
よ
う
に
形
が
変
わ
る
虫
や
変
わ
ら
な
い

虫
が
い
る
こ
と
な
ど
、
自
然
の
中
で
遊
ぶ
こ
と
が

で
き
、
小
学
校
の
理
科
の
授
業
は
今
ま
で
見
て
き

た
こ
と
の
答
え
合
わ
せ
の
よ
う
で
し
た
。

　
昆
虫
は
高
い
栄
養
価
と
環
境
負
荷
の
低
さ
か
ら
、

人
口
増
加
に
よ
る
食
糧
難
や
地
球
温
暖
化
に
対
抗

す
る
切
り
札
と
し
て
世
界
中
で
注
目
さ
れ
て
い
ま

す
。
牛
肉
１
㎏
を
生
産
す
る
た
め
に
８
㎏
の
飼
料

が
必
要
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
昆
虫
は
２
㎏
の
飼

料
で
１
㎏
が
生
産
可
能
で
あ
り
、
飼
料
変
換
効
率

が
高
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
私
も
子
ど
も
の
頃
、
祖
父
が
山
か
ら
採
っ
て
き

た
地
蜂
の
巣
か
ら
、
い
っ
ぱ
い
に
詰
ま
っ
た
幼
虫

を
ピ
ン
セ
ッ
ト
で
取
り
出
す
手
伝
い
を
し
た
こ
と

や
祖
母
が
甘
露
煮
に
し
て
く
れ
て
、
見
た
目
は
怖

い
け
れ
ど
食
べ
た
ら
お
い
し
か
っ
た
こ
と
を
思
い

出
し
ま
す
。

　
イ
ナ
ゴ
に
蜂
の
子
と
虫
を
食
べ
る
諏
訪
地
方
の

文
化
は
、
こ
れ
か
ら
の
世
界
の
最
先
端
を
ゆ
く
も

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
相
澤
　
崇
）

六
月
の
こ
え

教育委員会からのおしらせ教育委員会からのおしらせ

町立図書館のおすすめコーナー

「　孫　物　語　」　　
　シーナさんのワタクシ小説のようなエッセイのようなジャンル本。
彼特有の感性がとらえたココロの機微が絶妙に表現される。
　三人の孫（岳君の子ども）との日常が、孫という適度の距離感で
ストレスレスに語られる。あるのは「じいじい」のフニャフニャ笑
いの顔のみ。かつて住んでいた武蔵野の家や義母、弟家族、岳君、
葉さんのことなどが盛り込まれ、シーナファンには楽しめる。
　椎名じいじい誠。顔が目に見えるようだ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書評ボランティア　鶴田　藤作

椎名　誠　著　　　新潮社

紹介した本は図書館で借りられます。電話でも予約が可能です。☎27－5555 

演　題：「諏方かのこ」にみる下ノ諏訪
講　師：宮坂　徹　諏訪湖博物館・赤彦記念館　元館長
日　時：６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）

町民大学　　下諏訪を学ぶ ①

町民大学　　下諏訪を学ぶ ②

「諏方かのこ」は、高島藩士小岩高右衛門在豪が、郡内を遍歴した、地歴・
博物・士族・伝承等雑録を、宝暦６年（1756）にまとめたものです。項目
は105項に及びますが、前述のなかで下諏訪に関するものを紹介しながら、
江戸時代の下ノ諏訪を散歩してみたいと思います。

演　題：「星ヶ塔遺跡が語る縄文世界
　　　　―手のひらにのる黒曜石からはじまる考古学－」
講　師：宮坂　清　公民館長　（日本考古学協会会員）
日　時：７月12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）
　2020年は国史跡星ヶ塔遺跡が発見されて100年目にあたります。あらた
めて星ヶ塔遺跡とはどんな遺跡なのか、大正時代以来の調査の足跡を振り返
るとともに、私たちの行ってきた調査の生々しい様子をスライドで紹介し、
縄文時代の黒曜石鉱山を探求する考古学調査の楽しさをお伝えしたいと思い
ます。
　そして、星ヶ塔遺跡や黒曜石の研究が、縄文人の生活を解明するうえで重
要な役割を果たすことを研究の実践例から紹介し、人類の生活世界を探る考
古学研究の魅力をお伝えしたいと思います。

お問い合わせ　下諏訪町公民館　☎28-0002

※コロナウイルス感染症の拡大状況から、講座内容
　の変更および開講が中止となる場合があります。

安全に運動・スポーツをするチェックポイント
　コロナウイルス感染症の影響による外出自粛時において、感染拡大を防止しつつ、安全・
安心に運動に取り組んでもらうため、次の点に留意し、健康維持に努めましょう。

１　体調をチェック
・体温は平熱である、発熱や咳、のどの痛みなど風邪の症状がない、だるさ、
　息苦しさがない、においや味がいつもと同じ。

２　感染予防の基本
　・手洗い・マスクの着用・咳エチケット
　・密閉・密集・密接の三つの密のうち一つでも該当しないように注意してください。

３　運動・スポーツを行うときの留意点
　・マスクを着用しましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　 
　・自宅でできる運動・スポーツに取り組みましょう。
・ジョギング・ランニング、ウォーキングは、人混みを避け、なるべく距離をあけて行っ
てください。ジョギングは約10m、ウォーキングは約５mあけることが推奨されてい
ます。

　６月に計画していました、バドミントン教室、スポーツウェルネス吹き矢教室は、11月
に延期して開講する予定です。詳細は、あらためて、ご案内いたします。

問い合わせ先　教育こども課スポーツ振興係　電話27－1455

約10ｍ


