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こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
の
は
９
月
の
上
旬
。
ま
だ
ま
だ
暑
い
日
々

が
続
い
て
い
ま
す
。
茅
野
市
の
皆
様
は
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う

か
。
私
は
本
年
よ
り
豊
平
広
報
専
門
委
員
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ

た
、
長
田
知
明
と
申
し
ま
す
。
平
成
29
年
か
ら
３
年
に
渡
り
下
古
田

の
広
報
部
長
を
務
め
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

私
は
信
条
に
し
て
い
る
言
葉
が
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
。

「
立
場
が
人
を
育
て
る
」

　

こ
れ
は
大
河
ド
ラ
マ『
真
田
丸
』の
第
41
話
に
お
い
て
、
真
田
幸
村
の
兄
・
真
田

信
之（
大
泉
洋
）が
放
っ
た
も
の
で
す
。
信
之
は
２
人
の
息
子
か
ら
嫡
ち
ゃ
く

男な
ん

及
び
大
阪

攻
め
の
大
将
を
選
び
ま
す
。
こ
の
時
信
之
は
、
武
芸
に
秀
で
た
信
政
で
は
な
く
、

書
物
を
好
む
信
吉
を
嫡
男
に
抜ば
っ

擢て
き

し
ま
す
。信
吉
は
先
に
生
ま
れ
た
も
の
の
正
妻

の
子
で
は
な
く
、
そ
の
居
場
所
を
案
じ
た
た
め
で
す
。
信
之
は
こ
う
続
け
ま
す
。

「
そ
の
ぶ
ん
信
吉
に
は
死
に
物
狂
い
で
精
進
し
て
も
ら
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
な
」

　

自
分
の
居
場
所
は
自
分
で
作
り
、
守
れ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

　

人
は
誰
で
も
生
ま
れ
落
ち
た
時
か
ら
様
々
な
立
場
を
背
負
い
ま
す
。
男
で
あ

れ
女
で
あ
れ
、
い
ろ
ん
な
境
遇
、
家
柄
、
兄
弟
な
ど
立
場
は
い
く
ら
で
も
あ
り

ま
す
。
そ
れ
こ
そ
十
人
十
色
。
桜お
う

梅ば
い

桃と
う

李り

と
い
う
も
の
。
そ
し
て
年
を
と
れ
ば

と
る
ほ
ど
立
場
は
増
え
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
立
場
に
従
事
し

精
進
す
る
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
人
は
成
長
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
私
が
思
う
立
場
を
こ
な
す
コ
ツ
は
、
情
熱
を
持
っ
て
丁
寧
に
役
目
を
果

た
す
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
雑
に
こ
な
せ
ば
、
雑
な
結
果
が
返
っ
て
き
ま
す
。

ま
さ
に
立
場
は
己
を
映
す
鏡
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
専
門
委
員
と
い
う
役
は
10
年
以
上
担
当
す
る
と

聞
き
ま
し
た
。確
か
に
周
り
の
先
輩
専
門
委
員
さ
ん
た
ち
は
強つ
わ

者も
の

ば
か
り
。そ
の

中
で
私
の
文
章
は
つ
た
な
く
恐
縮
で
す
が
、
何
か
至
ら
ぬ
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、中
央
公
民
館
に
お
伝
え
く
だ
さ
い
。お
咎と
が

め
は
い
く
ら
で
も
お
受
け
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
各
々
ぬ
か
り
な
く
…
。

　
（
付
記
）

　

真
田
幸
村（
堺
雅
人
）が
大
阪
の
陣
の
た
め
に
大
阪
城
に
入
城
し
た
際
、
ま
ず

幸
村
は
豊
臣
秀
頼
に
兵
糧
に
つ
い
て
問
い
ま
す
。
兵
糧
が
少
な
い
と
感
じ
た
幸
村

は
、す
ぐ
に
兵
糧
の
確
保
を
秀
頼
に
進
言
し
ま
す
。お
米
不
足
は
も
っ
て
の
ほ
か
。

　

武
田
信
玄
を
敬
い
、
上
杉
景
勝
と
直
江
兼
続
か
ら
上
杉
の
『
義
』
を
学
ん
だ

幸
村
は
、
や
は
り
戦
国
最
強
の
武
将
の
一
人
で
し
ょ
う
。
令
和
の
米
騒
動
を
思

い
な
が
ら
…
。�

（
長
田　

知
明
）
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広
報
ち
の
で
は
、「
行
財
政
改
革
待
っ

た
な
し
！
」
と
題
し
て
茅
野
市
の
財
政
状

況
に
つ
い
て
た
び
た
び
お
知
ら
せ
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

現
在
、
茅
野
市
の
財
政
は
大
変
厳
し
く
、

こ
の
ま
ま
何
の
手
も
打
た
な
け
れ
ば
、
基

金
（
一
般
家
計
で
い
え
ば
預
金
）
が
３
年

後
に
は
底
を
尽
き
て
し
ま
う
と
予
想
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
う
な
ら
な
い
た
め
に
、
市

は
公
共
施
設
の
統
廃
合
、
事
業
や
職
員
数

の
見
直
し
、
補
助
金
の
見
直
し
、
施
設
使

用
料
の
見
直
し
な
ど
、
財
政
立
て
直
し
の

た
め
の
取
組
を
進
め
て
い
ま
す
。
施
設
使

用
料
に
つ
い
て
は
、
市
内
公
共
施
設
の
全

て
に
お
い
て
、
料
金
や
減
免
規
定
が
改
め

ら
れ
る
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

中
央
公
民
館
に
つ
い
て
も
、
現
在
は
社

会
教
育
関
係
団
体
が
使
用
す
る
場
合
は
、

お
お
む
ね
全
額
免
除
で
各
部
屋
を
ご
使
用

い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
来
年
度
か
ら
は

こ
の
方
針
に
従
い
半
額
を
ご
負
担
い
た
だ

く
見
通
し
で
す
。

　

現
在
、
社
会
教
育
関
係
団
体
の
多
く
は
、

高
齢
者
施
設
や
保
育
園
な
ど
へ
コ
ン
サ
ー

ト
に
赴
い
た
り
、
小
中
学
校
の
授
業
の
な

か
で
楽
器
指
導
や
ス
ポ
ー
ツ
の
指
導
を
行

っ
た
り
と
、
様
々
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
中
央
公
民
館

で
行
う
芸
術
祭
へ
の
参
加
を
通
し
て
、
茅

野
市
の
芸
術
文
化
の
振
興
に
貢
献
す
る
な

ど
、
そ
の
学
び
の
成
果
を
地
域
に
還
元
す

る
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
活
動

を
支
援
す
る
た
め
、
中
央
公
民
館
や
地
区

公
民
館
の
施
設
使
用
料
を
減
免
と
し
て
き

ま
し
た
。
各
団
体
が
使
用
料
を
負
担
す
る

よ
う
に
な
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
通
り
の
活
動

を
続
け
て
い
く
こ
と
が
困
難
に
な
る
団
体

も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
こ
れ
か
ら
は
、
公
民
館
、
ひ

い
て
は
茅
野
市
の
運
営
そ
の
も
の
が
難
し

く
な
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
現
状
で
す
。

こ
う
し
た
な
か
で
、
公
民
館
や
社
会
教
育

関
係
団
体
が
今
後
ど
う
し
て
い
く
べ
き
か
、

一
緒
に
考
え
た
い
と
い
う
思
い
で
、
座
談

会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

開
催
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
い
た
だ
い

た
約
10
名
の
皆
さ
ん
に
、
現
在
の
茅
野
市

の
財
政
状
況
、
公
民
館
の
運
営
状
況
、
施
設

使
用
料
に
つ
い
て
な
ど
を
ご
理
解
い
た
だ

き
、
社
会
教
育
関
係
団
体
と
し
て
今
後
ど

う
活
動
し
て
く
か
、
公
民
館
に
望
む
こ
と

な
ど
、
膝
を
突
き
合
わ
せ
て
話
し
合
い
ま

し
た
。
座
談
会
で
の
内
容
と
、
別
に
集
め
た

社
会
教
育
関
係
団
体
の
皆
さ
ん
か
ら
の
ア

ン
ケ
ー
ト
結
果
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

財
政
状
況
に
つ
い
て
は
新
聞
等
で
も
報

道
さ
れ
て
い
る
の
で
、
何
と
な
く
は
知

っ
て
い
た
が
、
こ
ん
な
に
も
厳
し
い
と

は
知
ら
ず
驚
い
た
。

な
ぜ
、
こ
う
な
る
よ
り
も
っ
と
前
に
対

策
し
な
か
っ
た
の
か
。

他
市
か
ら
移
住
し
て
き
た
が
、
人
口

５
万
人
に
し
て
は
、
公
共
施
設
の
数
が

多
い
と
は
思
っ
て
い
た
。
施
設
の
統
廃

合
は
進
め
た
方
が
良
い
。

施
設
の
統
廃
合
が
必
要
な
こ
と
は
理
解

で
き
る
が
、
あ
と
で
「
や
っ
ぱ
り
や
め

る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
」
と
な
ら
な
い

よ
う
に
慎
重
に
し
て
ほ
し
い
。

使
用
料
を
半
額
払
う
よ
う
に
な
っ
て
、

座
談
会

社
会
教
育
関
係
団
体
の
皆
さ
ん
と

こ
れ
か
ら
の
公
民
館
は
ど
う
あ
る
べ
き
か

▶
座
談
会
の
様
子

茅
野
市
の
財
政
状
況
に
つ
い
て

主
な
ご
意
見

使
用
料
に
つ
い
て

払
う
の
は
賛
成
、
で
も
…

主
な
ご
意
見

実施報告
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団
体
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
の
先
、

ど
う
い
う
世
の
中
に
な
る
の
か
心
配
。

そ
れ
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
ど
う
い
う

ふ
う
に
し
て
い
け
ば
良
い
の
か
。

高
齢
化
で
会
員
数
が
減
っ
て
き
て
い
る
。

今
ま
で
と
は
別
の
や
り
方
を
考
え
て
い

か
な
い
と
い
け
な
い
。
何
を
残
し
て
何

を
や
め
る
か
…
。

茅
野
市
の
た
め
、
地
域
の
た
め
と
思
っ

て
様
々
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
も
し
て

き
た
。
市
民
の
想
い
を
、
お
金
が
な
い

か
ら
と
い
っ
て
一
方
的
に
消
さ
な
い
で

ほ
し
い
。
施
設
の
閉
鎖
や
事
業
を
終
わ

り
に
す
る
場
合
は
、
市
民
と
行
政
が
き

ち
ん
と
話
を
し
て
、
お
互
い
納
得
し
て

進
め
て
ほ
し
い
。

今
い
る
会
員
は
だ
ん
だ
ん
に
年
を
と
っ

て
い
く
が
、
新
し
い
人
が
な
か
な
か
入

っ
て
こ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
意
外
と
若

い
人
で
興
味
を
も
っ
て
く
れ
る
人
も
い

る
。
次
世
代
に
繋
げ
て
い
く
た
め
に
も
、

新
し
い
会
員
を
増
や
す
こ
と
に
協
力
し

て
ほ
し
い
。

人
口
減
少
、
高
齢
化
は
ど
う
し
て
も
変

わ
ら
な
い
事
実
。
そ
れ
に
対
し
今
後
ど

う
し
て
い
く
か
。
生
き
が
い
、
や
り
が

い
が
低
下
す
る
の
は
避
け
た
い
。
生
き

生
き
活
動
し
て
い
き
た
い
。

そ
れ
で
ど
の
ぐ
ら
い
の
収
入
が
見
込
め

る
の
か

➡
中
央
公
民
館
の
施
設
維
持
等
の
コ
ス

ト
と
し
て
は
年
約
２
０
０
０
万
円
か

か
っ
て
い
ま
す
。（
人
件
費
除
く
）

各
団
体
が
今
と
同
じ
程
度
に
活
動
さ

れ
た
と
す
れ
ば
、
年
約
１
８
０
万
円

程
度
の
収
入
と
な
る
見
込
み
で
す
。

実
際
に
使
っ
て
い
る
人
が
お
金
を
払
う

の
は
賛
成
。

少
額
で
も
払
う
よ
う
に
な
れ
ば
、
市
民

み
ん
な
が
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
の
で

は
。

払
う
べ
き
と
い
う
気
持
ち
は
あ
る
が
、

会
員
も
年
金
生
活
の
高
齢
者
だ
っ
た
り
、

会
員
数
が
減
っ
た
り
し
て
い
く
と
一
人

あ
た
り
の
負
担
が
増
え
て
、
活
動
を
続

け
て
い
く
こ
と
が
難
し
く
な
り
そ
う
で

心
配
。

富
士
見
町
で
は
年
２
回
、
奉
仕
活
動
と

し
て
公
民
館
の
掃
除
を
し
て
い
る
。
雪

か
き
な
ど
、
そ
う
い
っ
た
協
力
で
も
で

き
れ
ば
。

家
族
の
形
態
や
働
き
方
が
昔
と
変
わ
っ

て
き
て
い
る
。
寺
子
屋
の
よ
う
な
か
た

ち
で
、
地
域
で
子
ど
も
を
育
て
て
い
く

よ
う
な
こ
と
が
で
き
れ
ば
。

会
員
数
が
減
っ
た
り
、
や
め
た
り
す
る

今
後
の
活
動
の
展
望
、
悩
み

主
な
ご
意
見

公
民
館
に
の
ぞ
む
こ
と

市
民
の
想
い
は
消
し
ち
ゃ
い
け
な
い

　
座
談
会
に
は
参
加
さ
れ
な
か
っ
た

団
体
か
ら
も
ア
ン
ケ
ー
ト
で
今
後
に

つ
い
て
回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ア
ン
ケ
ー
ト
で
寄
せ
ら
れ
た
ご
意

見
で
は
、「
存
続
さ
せ
て
い
く
た
め

に
は
費
用
負
担
も
や
む
を
得
な
い
」

と
感
じ
る
一
方
、「
会
員
に
年
金
暮

ら
し
の
高
齢
者
や
ひ
と
り
親
世
帯
も

い
て
、
金
銭
的
負
担
を
あ
げ
た
く
な

い
」
と
い
っ
た
意
見
や
、「
減
免
が

な
く
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
活
動
を

同
じ
よ
う
に
続
け
て
い
く
こ
と
が
困

難
に
な
る
団
体
が
出
て
き
て
、
社
会

教
育
活
動
が
先
細
る
の
で
は
」
と
茅

野
市
全
体
と
し
て
の
今
後
を
憂う
れ
う
声

も
あ
が
り
ま
し
た
。

詳しくはないが
知っている
41%

詳しくはないが
知っている
41%

大変厳しく
諸々検討している
と知っている
48%

大変厳しく
諸々検討している
と知っている
48%

週１回
22%
週１回
22%

知らない
6%

知らない
6%

使用しない
（コミュニティ
センター等を
主に使用）
　　18%

使用しない
（コミュニティ
センター等を
主に使用）
　　18%

月２～３回
26%

月２～３回
26%

月１回
16%
月１回
16%

2～３ヶ月
に１回
8%

2～３ヶ月
に１回
8%

半年に１回
5%

半年に１回
5%

年１回 5%年１回 5%

使用料負担する場合の今後の使用頻度 使用料を負担できるか

中央公民館の現在の使用頻度

これまでと同じ
60%

これまでと同じ
60%

頻度を減らす
40%

頻度を減らす
40%

解散する
5%

解散する
5%

その他
15%
その他
15% 全額

負担できる
24%

全額
負担できる
24%

半額までなら
負担できる
39%

半額までなら
負担できる
39%

負担できない
20%

負担できない
20%

その他
17%
その他
17%

厳しいらしいが
関わりないと
思う　5%

厳しいらしいが
関わりないと
思う　5%

財政状況認知度

全額
負担できる
24%

全額
負担できる
24%

n＝107

アンケート結果から
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公民館講座受講生募集
（キャンセルする場合はできるだけ早めに茅野市中央公民館担当までお申し出ください）

※講座を受講するにあたり、手話通訳などを 
希望される方は申込時にお知らせください。

お問い合わせ・申込先　茅野市中央公民館　☎72－3266（窓口受付は行いません）

 日　　時 　�11 月 27日、12月 4日、11日、18日�
（水曜日　全 4回）�
午後 7時～午後 8時（8時 30分まで居残り可）

 会　　場 　茅野市中央公民館 3階　第 3会議室
 講　　師 　�井上　亮 先生�

（第 38期信州囲碁アマ棋聖�
茅野子ども囲碁クラブ 代表）

 受 講 料 　1,000 円　　　 持 ち 物 　筆記用具　　　 定　　員 　15名
 受講資格 　市内在住・在勤・在学者（年少相当児以上のお子さんから対象です）
 受付開始 　�11 月 1日（金）正午～（電話またはインターネット先着順）

紫式部も嗜
たしな
んだといわれる囲碁を、初歩から丁寧に教えます。

楽しみながら思考力が身につく、盤上の格闘技にチャレンジ！
子どもも保護者もご一緒に！　未経験者、女性の参加者大歓迎です。

クリスマスにお正月、お子さんが大きなお金を手にする機会が多くなる季節です。

「はじめよう おうちで未来の『おかね』のはなし」セミナー

はじめての囲碁講座
11 月 1日（金）正午～
（電話またはインター
ネット、先着順）

受付開始

 日　　時 　�12 月 7日（土曜日）午前 10時～午前 11時
 会　　場 　茅野市中央公民館 2階　学習室
 講　　師 　�明治安田生命「MY定期講座」講師
 内　　容 　�お金の仕組みや上手な付き合い方、今の時代に必要な備え方など、�

クイズ形式で楽しみながら学びます。
 費　　用 　無料　　　 持 ち 物 　�筆記用具
 定　　員 　親子 10組（親 1人に子ども 2～3人等でも大丈夫です）
 受講資格 　�市内在住親子（小学生のお子さん対象）
 受付開始 　�11 月 6日（水）正午～（電話またはインターネット先着順）

親子で学ぶ！ お金のキホン講座

▲申込フォーム

▲申込フォーム

11 月 6日（水）正午～
（電話またはインター
ネット、先着順）

受付開始お
年
玉
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公民館講座受講生募集
（キャンセルする場合はできるだけ早めに茅野市中央公民館担当までお申し出ください）

※講座を受講するにあたり、手話通訳などを 
希望される方は申込時にお知らせください。

お問い合わせ・申込先　茅野市中央公民館　☎72－3266（窓口受付は行いません）

 日　　時 　�11 月 25日（月）、26日（火）、�
12 月 2日（月）、3日（火）、9日（月）、10日（火）�
（全 6回　月・火曜連続）�
午後 1時 30分～午後 3時 30分

 会　　場 　�茅野市中央公民館 2階　料理実習室（1～5回目）�
カフェ午後の森（6回目　住所：茅野市北山 3429―1）

 講　　師 　�中村由香 先生（パン担当）、中村茂 先生（コーヒー担当）
 内　　容 　�1 回目【パン】シンプル生地のこね　　　【コーヒー】ローストの違い・産地の違い�

2 回目【パン】成形・焼成　　　　　　　【コーヒー】淹れ方と挽き方による味の違い�
3 回目【パン】フォカッチャ生地のこね　【コーヒー】手網焙煎にチャレンジ�
4 回目【パン】成形・焼成　　　　　　　【コーヒー】アレンジコーヒーを楽しむ�
5 回目【パン】フランスパン生地のこね　【コーヒー】こだわりのネルドリップ�
6 回目【パン】成形・焼成　　　　　　　【コーヒー】マイブレンドをつくろう

（業務用オーブン使用）　　　　　　　 （ブレンド豆 50gは持ち帰り）
 受 講 料 　5,400 円（受講料 1,000 円、教材費 4,400 円）
 持 ち 物 　エプロン、三角巾、手拭きタオル、ふきん、筆記用具
 定　　員 　16名　　　  受講資格 　市内在住、在勤、在学者
 受付期間 　�11 月 1日（金）午前 10時～11月 8日（金）午前 10時�

電話またはインターネットからお申込みください。�
※定員を超えるお申込みがあった場合は抽選となります。

 抽選結果 　11月 11日（月）以降にメールまたは電話にて連絡
 そ の 他 　・�過去の「天然酵母パンとコーヒーの淹れ方講座」を受講された方も受講できます。
　　　　　　・�講座最終回は中央公民館ではなく、「カフェ午後の森」で行います。
　　　　　　・�抽選等についてご不明な点がありましたら、事前にご連絡ください。

期　間　�11 月 � 5 日（火）正午～�
11 月 14 日（木）午後 4時

内　容　�第 66回茅野市美術展の受賞作品�
約 15 点を展示

主　催　�茅野市美術協会

水墨画展
期　間　�11 月 25 日（月）正午～�

12 月 � 4 日（水）午後 3時
内　容　�水墨画約 30点を展示
主　催　趣墨会

第 66回茅野市美術展
受賞者作品展

ロビー
企画展

会　　場　茅野市中央公民館　1階ロビー
開館時間　月～土曜日　午前 9時～午後 9時 30分
　　　　　　　日曜日　午前 9時～午後 5時 30分（第 3日曜日休館）

11月 1日（金）午前 10時
～8日（金）午前 10時

（電話または
インターネット抽選制）

受付開始

天然酵母パンづくりと
　コーヒーの淹れ方講座（中級編）

▲申込フォーム

～カフェ開業を考えている方や、
　　一つ上のおいしさへの
　　　こだわりを求める方へ～
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募 集 定 員　�技能講座各 20名（定員 70名）

募 集 期 間　�令和6年 10月 30日（水）～11月 11日（月）

入 学 資 格　�茅野市内在住の概ね 60歳以上で、�
主体的に学ぶ意欲を持ち、�
ほぼ全ての開講日を受講できる方。

受 講 料　�1,000 円（11月 26日の初回講座受付時に集金）

申込み方法　�上記募集期間内の平日午前 9 時～午後 5 時に、茅野市中央公民館（72－3266）まで
電話で申込みをしてください。定員になり次第締め切ります。

　　　　　　電話申込み後、入学願書を郵送しますので、初回講座時に受講料とともにご提出ください。

学 習 内 容　
　　　　　　●教養講座　【全員受講】
　　　　　　演　　題　「投資詐欺の実態、投資とは何か、贈与・相続について」
　　　　　　日　　時　12月 3日（火）　午後 1時 30分から午後 3時 30分
　　　　　　講　　師　�小澤 青

せい ら

空 先生（長野證券茅野営業本部）�
五味 宏充 先生（長野證券茅野営業所所長）

　　　　　　会　　場　中央公民館 2階　学習室
　　　　　　講演内容　�近年、投資詐欺が急増しています。投資詐欺の種類や騙すための巧妙な新

しい手口など具体的な実態を紹介します。また、投資とは何か、株の贈与、
相続についても学べる講座です。

　　　　　　●技能講座　【1講座を選択】
　　　　　　水墨画・書道・俚謡・手あみ・絵手紙
　　　　　　※各講座の内容・持ち物等は募集要項をご覧ください。

　　　　　　【開 講 日】　① 11月 26日（火）　　　　　　② 12月 10日（火）
　　　　　　　　　　　　③令和 7年 1月 7日（火）　　　④ 　1月 21日（火）
　　　　　　　　　　　　⑤ 　2月　4日（火）　（全 5回）

　　　　　　【開講時間】　午後 1時 30分～午後 3時 30分

　　　　　　●�開講式　11月 26日（火）午後 1時 15分～（技能講座開始前に開講式を行います）
　　　　　　受　　付　午後 0時 45分～

会　　　場　茅野市中央公民館〈すべての講座を茅野市中央公民館で行います〉

そ の 他　�詳しくは中央公民館または各地区公民館（各地区コミュニティセンター）で配布する
募集要項をご覧ください（市ホームページからもダウンロードできます）。

　　　　　　�技能講座の申込み人数が極端に少ない場合には、その講座は開講できないことがあります。

令和６年度茅野市高齢者大学冬の講座学生募集要項

昨年の冬の講座作品展
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※【親子茅野学講座】は、ふるさとの歴史に親子で一緒に目を向けてみるよい機会になりました。
※�現地を巡り学び得たことの中には、夏休みの “調べ学習” のヒントになるものもありました。見つけた
課題が、個人追究でさらに深まることを願っています。

縄文のビーナスプラン事業　夏やすみ こども体験教室
【親子茅野学講座】 『地元の歴史遺産を学ぼう』報告
　諏訪鉄山は、現在の蓼科中央高原にありました。鉄は日本の近代化と戦争に欠かせない大事な資源でし
た。終戦前には茅野駅から湖東花

はな
蒔
まき
の間に鉱石を運ぶ専用の鉄道が敷かれました。戦時中の採掘は、勤労

動員された地元の中学生や連合軍捕
ほ
虜
りょ
等も行っていました。

　中央公民館では、地元のことをテーマにした【親子茅野学講座】を企画し、7 月 28 日（日）にバスで
現地を見学する体験教室を実施しました。その概要を報告いたします。

難しいと思われがちな地元の歴史遺産
ですが、講師の宮坂敏郎先生にわかり
やすく解説していただきました。

ビーナスラインの一部は、鉱石を積んだ蒸気
機関車が走った鉄山鉄道の線路跡です。

鉱
こう

床
しょう

を砕く発
はっ

破
ぱ

用ダイナマイトは、爆発事故を防
ぐため、地面を深く掘り下げて土塁を築き、火薬
庫で厳重に保管されていました。

転車台を必要とせず前後に走れる小型軽量の機
関車（C12 型）が使われました。同型の機関
車が茅野駅前に保存されています。

《参加者の感想》　諏訪鉄山には以前から興味を持っていました。今回はここが舞台のもと
となった物語の朗読もあって、地域の人と捕虜との交流の様子について考えることがで
きました。捕虜収容所長が優しくて、捕虜の扱いとかも違っていたことを知りました。
自分の中で、戦時中の歴史の印象が変わるよい勉強の機会となりました。（中学生）

物語のもととなった捕虜収容所跡地の前で、講師
の竹内心

しん

郁
ゆう

先生に『月がのぼるまでに』（武田鉄
矢作）を朗読していただきました。
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小
屋
場
区
は
、
八
ヶ
岳
の
美

し
い
景
観
を
臨
む
泉
野
地
区
に

あ
り
ま
す
。
世
帯
数
は
50
戸
以

下
と
な
る
小
さ
な
区
で
す
。

　

近
年
、
少
子
高
齢
化
が
進
み
、

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
も
相
ま
っ
て
、

公
民
館
行
事
へ
の
参
加
者
は
減

少
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
役
員

皆
で
力
を
合
わ
せ
て
、
区
の
人

に
少
し
で
も
楽
し
ん
で
い
た
だ
け

る
よ
う
に
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

１
月
の
ど
ん
ど
焼
き
は
、
子
ど

も
た
ち
と
教
養
部
が
主
体
と
な
り

行
い
ま
す
。
準
備
の
段
階
か
ら
楽

し
む
子
ど
も
た
ち
の
姿
は
ほ
ほ
え

ま
し
く
、
気
持
ち
が
温
か
く
な
り

ま
す
。

　

夏
に
は
体
育
部
が
主
体
と
な
り
、

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
大
会
が
行
わ
れ
ま

す
。
大
人
は
ビ
ー
ル
等
を
飲
み
な

が
ら
肉
や
魚
介
類
を
つ
ま
み
、
世

間
話
に
花
を
咲
か
せ
、
子
ど
も
た

ち
は
ス
イ
カ
割
り
や
花
火
大

会
、
肝
試
し
等
、
夏
休
み
の

一
日
を
地
区
の
方
と
一
緒
に

楽
し
み
ま
す
。

　

11
月
に
行
わ
れ
る
ふ
る
さ

と
祭
り
で
は
、
小
屋
場
区�

は
豆
腐
汁
を
担
当
し
ま
す
。

代
々
レ
シ
ピ
が
受
け
継
が
れ
、

婦
人
部
の
皆
さ
ん
の
活
躍
に

よ
り
、
他
の
地
区
の
方
か
ら

も
お
い
し
い
と
言
っ
て
い
た

だ
け
ま
す
。
２
回
、
３
回
と

お
か
わ
り
に
来
る
方
も
い
ま

す
。

　

泉
野
地
区
の
中
で
も
小
屋

場
区
は
小
さ
な
区
で
あ
り
、

年
々
人
口
も
減
り
つ
つ
あ
り

ま
す
が
、
５
月
に
行
わ
れ
る
泉
野

地
区
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
大
会
で
は
、

若
者
が
中
心
と
な
っ
て
一
致
団
結

し
、
今
年
と
昨
年
は
良
い
成
績
を

収
め
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。

　

子
ど
も
か
ら
大
人
、
お
年
寄
り

ま
で
皆
で
協
力
し
助
け
合
う
、
そ

ん
な
小
屋
場
区
に
移
住
し
、
こ
の

地
で
生
活
で
き
る
こ
と
が
、
私
の

財
産
で
あ
り
、
次
の
世
代
に
よ
り

よ
く
引
き
継
い
で
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

�

（
小
屋
場
分
館
長　

長
尾　
稔
則
）

　
「
長
野
県
は
宇
宙
県
」

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

平
均
標
高
が
日
本
一
で

宇
宙
に
近
い
こ
と
、
77
全
市
町

村
で
天
の
川
が
見
え
る
美
し
い

星
空
が
あ
る
こ
と
、
１
０
０
年

以
上
前
か
ら
天
体
観
測
家
が
活

躍
し
、
豊
か
な
天
文
文
化
が
あ

る
こ
と
な
ど
、
そ
の
理
由
は
い

く
つ
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

県
内
の
歴
史
あ
る
天
文
・
宇

宙
研
究
施
設
は
今
な
お
進
化
を

続
け
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
宇

宙
県
を
創
り
出
そ
う
と
し
て
い

ま
す
。
県
外
の
宇
宙
フ
ァ
ン
も

足
を
運
ぶ
人
気
ス
ポ
ッ
ト
で
す

が
、
皆
さ
ん
は
訪
れ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
か
。

　

国
立
天
文
台
野
辺
山
宇
宙
電

波
観
測
所
（
南
牧
村
）
は
、
世
界

最
高
精
度
を
誇
る
45
ｍ
ア
ン
テ

ナ
を
間
近
で
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
野
辺
山
高
原
は
、
電
波

ノ
イ
ズ
や
水
蒸
気
が
少
な
く
、

ミ
リ
波
観
測
に
適
し
て
い
ま
す
。

前
身
で
あ
る
太
陽
電
波
観
測
所

と
し
て
１
９
６
９
年
に
開
所
し

て
か
ら
55
周
年
で
、
日
本
の
電

波
観
測
は
じ
ま
り
の
地
と
し
て

注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

64
ｍ
ア
ン
テ
ナ
が
あ
る
臼
田

宇
宙
空
間
観
測
所
（
佐
久
市
）

は
、
１
９
８
４
年
に
設
置
さ
れ

40
周
年
で
す
。
宇
宙
探
査
機
と

の
交
信
を
行
う
地
上
局
と
し
て

数
々
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
支
え
、

２
０
２
１
年
か
ら
は
、
高
性
能

54
ｍ
ア
ン
テ
ナ
が
新
た
に
設
置

さ
れ
、
次
世
代
探
査
で
も
欠
か

せ
な
い
存
在
で
す
。

　

世
界
屈
指
の
シ
ュ
ミ
ッ
ト
望

遠
鏡
を
持
つ
東
京
大
学
木
曽
観

測
所
（
木
曽
町
）
は
、
１
９
７
４

年
に
開
所
し
、
50
周
年
を
迎
え

ま
し
た
。
最
新
観
測
シ
ス
テ
ム

「
ト
モ
エ
ゴ
ゼ
ン
」
に
よ
り
、
超

新
星
や
微
小
小
惑
星
の
発
見
な

ど
次
々
と
成
果
を
出
し
て
い
ま

す
。

　

こ
う
し
た
長
野
県
と
宇
宙
の

つ
な
が
り
を
私
た
ち
ひ
と
り
ひ

と
り
が
知
っ
て
い
る
こ
と
も
宇

宙
県
の
大
事
な
要
素
で
す
。
魅

力
が
も
っ
と
広
ま
る
と
い
い
で

す
ね
。

（
八
ヶ
岳
総
合
博
物
館　

渡
辺
真
由
子
）

67

泉野
宮川

諏訪市
北山

金沢

宮川

伊那市

原村

山梨県

長和町

中大塩
米沢

富士見町

白樺湖

蓼科
R152

豊平

湖東

泉野

八ヶ岳

ちの

玉川
★

★印が小屋場区です

▲区内にある石碑群

▲小屋場から眺める八ヶ岳

長
野
県
は
宇
宙
県

　
泉
野
　

小
屋
場
分
館

分
館
あ
・
ら
・
か
・
る
・
と
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