
照れないで 一声あいさつ
笑顔をそえて！

　

令
和
４
年
８
月
か
ら
子
ど
も
達

の
居
場
所
づ
く
り
及
び
多
世
代
交

流
、
異
文
化
交
流
を
目
的
と
し
て

立
ち
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

活
動
内
容
と
し
て
、
子
ど
も
達

が
保
護
者
の
方
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
方
々
と
カ
ー
ド
ゲ
ー
ム
や
体
育

館
で
遊
ん
だ
り
と
、
自
由
な
空
間

と
し
て
利
用
し
て
い
ま
す
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
参
加
し
て
い

る
メ
ン
バ
ー
に
は
信
州
大
学
の
学

生
さ
ん
や
松
商
学
園
高
校
イ
ン

タ
ー
ア
ク
ト
ク
ラ
ブ
（
高
校
生
の

た
め
の
奉
仕
ク
ラ
ブ
、
様
々
な
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
す
る
部
活
）

の
メ
ン
バ
ー
も
い
た
り
し
て
、
顔

ア
ー
ト
や
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
作
り
な

ど
イ
ベ
ン
ト
を
考
え
実
行
し
て
く

れ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
は
希
望
者
で
一
緒
に
夕

飯
も
と
り
ま
す
。
そ
の
食
事
に
は

地
域
か
ら
提
供
さ
れ
た
食
材
を

使
っ
た
り
海
外
出
身
の
方
が
そ
の

国
の
料
理
を
作
っ
た
り
し
て
く
れ

て
い
ま
す
。

　

そ
ん
な
お
か
コ
ミ
で
す
が
主
催

者
の
方
に
お
話
を
伺
っ
た
と
こ

ろ
、
実
際
に
は
子
ど
も
達
と
そ
の

保
護
者
の
方
の
参
加
が
大
半
で
多

世
代
交
流
が
う
ま
く
で
き
て
い
な

い
、
地
域
の
方
が
食
材
を
届
け
て

く
れ
る
の
は
あ
り
が
た
い
が
交
流

に
結
び
つ
い
て
い
な
い
の
で
い
ろ

ん
な
方
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
交

流
を
広
げ
て
い
き
た
い
と
仰
っ
て

い
ま
し
た
。

　

学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
声
と
し

て
「
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
実
行
し

て
み
た
い
」「
子
ど
も
達
と
遊
ぶ
こ

と
で
新
た
な
発
見
が
あ
り
と
て
も

楽
し
い
」「
高
齢
者
と
の
交
流
が

少
な
い
の
が
残
念
」
と
い
っ
た
お

話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

参
加
し
た
子
ど
も
達
も
２
回
以

上
参
加
し
た
子
が
多
数
で
、
次
回

も
参
加
し
た
い
で
す
か
？
の
問
い

か
け
に
「
参
加
し
た
い
」「
予
定

が
合
え
ば
参
加
し
た
い
」
と
、
と

て
も
楽
し
み
に
し
て
い
る
様
子
が

伝
わ
り
ま
し
た
。

（
取
材
・
文　

浅
輪
委
員
） 

・日時　毎月第３土曜日１４時～１８時半
（１７時半ころより夕食）
※時間内であれば途中の入退出は自由です。

・場所　岡田公民館、福祉ひろば及び体育館

おかコミ詳細おかコミ詳細

詳細は公民館もしくは福祉ひろばに
問い合わせてください。
・岡田公民館　☎ 46-2313
・岡田地区福祉ひろば　☎ 45-5168

　

江
戸
時
代
に
整
備
さ
れ
た
岡
田
宿

に
は
、
本
陣
を
は
じ
め
、
脇
本
陣
・

旅
籠
屋
・
茶
屋
な
ど
約
六
〇
軒
の
家

並
み
が
並
ん
で
い
た
。
宿
の
南
の
端

は
現
在
の
地
蔵
尊
の
所
で
、
そ
の
南

よ
り
浅
間
温
泉
へ
続
く
湯
道
が
分
か

れ
て
い
る
。
旅
人
の
多
く
は
温
泉
の

あ
る
浅
間
の
宿
に
魅
力
を
感
じ
た
ら

し
く
、
宿
泊
客
を
め
ぐ
り
浅
間
と
も

め
て
い
る
。
松
本
藩
が
調
停
に
入
っ

た
と
説
明
が
あ
っ
た
。

　
６
月
23
日
に
行
わ
れ
た
岡
田
公
民

館
主
催
「
歴
史
に
親
し
む
講
座
①
～

岡
田
宿
を
知
ろ
う
～
」
は
、
岡
田
公

民
館
か
ら
出
発
し
、
そ
ん
な
話
か
ら

始
ま
っ
た
。
講
師
は
岡
田
歴
史
研
究

会
の
宇
佐
美
映
之
さ
ん
で
、
そ
の
語

り
と
幅
広
い
知
識
に
魅
了
さ
れ
た
。

　

今
回
講
師
を
派
遣
し
て
い
た
だ
い

た
岡
田
歴
史
研
究
会
は
岡
田
公
民
館

サ
ー
ク
ル
活
動
の
一
つ
で
、
会
員
15

人
、二
カ
月
ご
と
に
会
が
開
か
れ
る
。

活
動
内
容
は
文
化
財
の
調
査
研
究
・

保
全
・
啓
発
な
ど
と
聞
い
た
。

　

岡
田
宿
を
さ
ら
に
北
上
し
、
岡
田

宿
公
園
で
、
加
助
一
揆
へ
の
岡
田
の

人
た
ち
の
か
か
わ
り
・
松
本
藩
の
領

土
縮
小
の
理
由
な
ど
興
味
あ
る
話
が

続
い
た
。
そ
の
後
、
西
の
夜
通
道
を

通
り
大
願
寺
跡
へ
と
進
み
説
明
を
受

け
た
。
以
前
よ
り
岡
田
に
寺
が
な
い

の
を
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
が
、
そ

の
謎
が
一
部
解
け
た
。

　

廃
仏
毀
釈
は
松
本
で
は
か
な
り
強

お
か
コ
ミ

お
か
コ
ミ
に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

に
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

歴
史
に
親
し
む
講
座

歴
史
に
親
し
む
講
座

硬
に
進
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
松
本
藩

最
後
の
藩
主
で
藩
知
事
で
あ
っ
た
戸

田
光
則
に
よ
る
ら
し
い
。
な
ぜ
強
硬

で
あ
っ
た
か
、
そ
の
理
由
が
意
外

だ
っ
た
。
現
在
、
大
願
寺
の
面
影
は

全
く
な
い
が
、
本
堂
は
島
内
の
高
松

寺
に
移
転
さ
れ
残
っ
て
い
る
。

　

最
後
に
岡
田
宿
の
北
の
端
、
枡
形

ま
で
進
み
、
番
所
跡
・
江
戸
路
へ
の

分
岐
・
蓮
台
場
の
由
来
な
ど
の
話
を

聞
き
終
わ
り
と
な
っ
た
。

　

江
戸
の
将
軍
と
異
な
り
、
松
本
の

藩
主
の
話
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
。

松
本
藩
の
領
土
が
縮
小
さ
れ
番
所
が

岡
田
に
移
さ
れ
る
原
因
と
な
っ
た
水

野
忠
恒
が
江
戸
城
松
の
廊
下
で
起
こ

し
た
事
件
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
さ

ら
に
知
り
た
く
な
っ
た
。

　

す
べ
て
は
紹
介
で
き
な
い
が
、
講

座
の
雰
囲
気
は
伝
わ
っ
た
だ
ろ
う

か
。
次
回
第
２
回
目
の
計
画
も
さ
れ

て
い
る
よ
う
だ
。
次
は
ど
ん
な
話
が

聞
け
る
だ
ろ
う
か
。期
待
が
高
ま
る
。

（
取
材
・
文　

尾
曾
委
員
）

交流の様子

みんなで夕ごはん
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● 神 沢 ●

林
檎
の
里
神
沢

　

神
沢
は
芥
子
坊
主
山
か
ら
ア
ル

プ
ス
公
園
に
至
る
傾
斜
地
を
流
れ

る
西
大
門
沢
川
に
沿って
神
沢
池
ま

で
の
東
側
一
帯
に
位
置
し
ま
す
。

　

昔
、
塩
倉
集
落
に
〈
塩
倉
〉
が

あ
っ
た
頃
、東
側
尾
根
付
近
に
〈
塩

釜
神
社
〉
が
在
り
、
そ
の
傍
ら
を

流
れ
る
こ
と
か
ら
神
沢
川
と
呼
ば

れ
た
川
の
ほ
と
り
に
で
き
た
集
落

を
神
沢
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
神
沢
川
は

塩
倉
池
が
築
堤
さ
れ
て
流
れ
が
変

わ
り
、
現
在
は
西
大
門
沢
川
の
名

称
に
な
っ
て
い
ま
す
（
注
）。
上

流
の
水
が
湧
出
る
傾
斜
地
に
御
不

動
様
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
又
神
沢

池
畔
に
は
秋
葉
様
が
祀
ら
れ
て
い

て
毎
年
祭
事
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

神
沢
の
西
側
の
傾
斜
地
に
は
林

檎
と
葡
萄
園
が
、
又
東
側
に
は
水

田
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
週
末
祭

日
は
ア
ル
プ
ス
公
園
を
訪
れ
る
人

も
多
く
、
林
檎

の
季
節
は
露
店

販
売
が
人
気
で

す
。
林
檎
は
岡

田
神
社
と
組
み

合
わ
せ
た
岡
田
地
区
の
ロ
ゴ
マ
ー

ク
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

住
民
に
は
彫
刻
・
絵
画
・
書
道
・

写
真
・
手
芸
等
、
趣
味
特
技
を
持

つ
方
が
多
く
み
え
ま
す
。
公
民
館

の
文
化
活
動
も
盛
ん
で
す
。
読
書

会
は
昭
和
四
十
六
年
島
崎
藤
村
の

作
品
か
ら
始
ま
り
、
現
在
ま
で
六

人
の
会
員
が
毎
月
読
書
会
を
開
い

て
い
ま
す
。
又
、
絵
手
紙
の
会
は

十
年
間
七
人
の
会
員
が
毎
月
活
動

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
活
動
を

通
し
て
知
識
、
見
識
を
高
め
親
睦

を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

神
沢
周
辺
は
の
ど
か
な
田
園
地

帯
で
散
歩
さ
れ
て
い
る
方
が
多
く

み
ら
れ
ま
す
。
いつ
ま
で
も
こ
の
環

境
が
続
い
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

（
注
）『
先
人
の
生
き
ざ
ま
』『
岡
田

再
発
見
』
よ
り
。

（
神
沢　

伊
藤　

修
）

　

今
年
は
、
フ
キ
ノ
ト
ウ
が
早
く

か
ら
顔
を
出
し
て
い
た
の
で
、
ふ

き
味
噌
や
天
ぷ
ら
に
し
て
み
た
。

ほ
ろ
苦
い
春
の
味
は
、
な
ぜ
か

幼
い
こ
ろ
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ

た
。

　

祖
母
は
、
小
学
生

だ
っ
た
私
を
連
れ
て
、

近
く
の
山
に
ワ
ラ
ビ
採

り
に
行
っ
た
。
春
の
山

は
、
新
緑
が
き
れ
い
で
、
風
が
気

持
ち
よ
く
吹
い
て
い
た
。

　

秋
に
は
、
キ
ノ
コ
狩
り
に
も
一

緒
に
行
っ
た
。
山
の
中
は
、
薄
暗

く
て
、
じ
め
じ
め
し
て
い
て
、
な

ん
だ
か
不
気
味
だ
っ
た
。
そ
れ
を

知
っ
て
か
知
ら
ず
か
、
自
分
の
み

つ
け
た
物
を
「
採
れ
よ
。」
と
優
し

く
言
って
く
れ
た
。
祖
母
は
帰
る
と

さ
っ
そ
く
手
打
ち
う
ど
ん
を
こ
し
ら

え
て
、
採
って
き
た
キ
ノ
コ
を
ど
っ
さ

り
入
れ
て
煮
込
み
う
ど
ん
を
作
って

く
れ
た
。
そ
れ
は
お
い
し
かっ
た
。

　

ま
た
、
よ
く
小
豆
を
煮
て
、
そ
れ

を
小
麦
粉
の
皮
に
包
み
、
蒸
し
ま
ん

じ
ゅ
う
を
作
って
く
れ
た
。
そ
れ
も

祖
母
を
思
い
出
す
な
つ
か
し
い
一
品

で
あ
る
。

　

家
族
に
気
を
配
り
、
い
つ
も
こ
ま

ご
ま
と
働
い
て
い
た
祖
母
の
姿
を
、

祖
母
と
の
思
い
出

伊  

深

松
山 

秋
子 最

近
、
な
つ
か
し
く
思
い
出
す
。

　

祖
母
が
亡
く
な
っ
て
、
何
年
に

な
る
だ
ろ
う
。
思
っ
て
も
い
な
か
っ

た
戦
争
が
起
こ
り
、
恐
ろ
し
い
映

像
が
毎
日
テ
レ
ビ
で
報
道
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
命
の
危
険
に
さ
ら
さ

れ
る
よ
う
な
感
染
症

が
ま
ん
え
ん
し
た
り
、

地
球
規
模
で
起
こって

い
る
温
暖
化
の
影
響

も
深
刻
だ
。

　

こ
れ
が
、
今
の
現
実
。
ど
の
時

代
に
も
問
題
は
あ
っ
た
に
違
い
な
い

け
ど
、
子
ど
も
や
孫
が
、
せ
め
て

暮
ら
し
よ
い
環
境
に
、
少
し
で
も

な
って
いっ
た
ら
い
い
な
。
と
思
う
こ

の
ご
ろ
で
あ
る
。

　今年も、岡田公民館
主 催 の 新 緑 の上 高 地
ウォーキングが6月1日
（木）に行われました。
天気に恵まれ、河童橋
～明神池（昼食）～明神
～バスターミナルまでの
８Km３時間コースでし
た。上高地の案内人・牛

丸工さんのお話を聞きながら、20名の参加者にとって、まさに
清々しい上高地の自然に親しんだ一日となりました。
　河童橋から梓川の右岸を歩いてすぐ、ここが穂高連峰、明神
岳を見上げる最高のビューポイント、わくわく感満タンです。林
間に入ると、幹の太さが１mをこえ、枝ぶりよく四方に何ｍも張
り出すテンカラ（天然のカラマツの通称）やイチイの巨木に元
気をもらいました。ところが、要注意、猿のう○こが散策路のい
たるところにあり、景色に気をとられると踏んでしまいそうでし
た。恨めしく思いながらも、帰り道、３匹の子猿たちのじゃれ合
う姿に癒されました。牛丸さんがぜひ見てほしいと話していた、
明神館の前で咲くヤマシャクヤクの、人知れず恋をする乙女の
ように清楚で可憐だと言われる白い花に感動しました。
　午後は自由行動。一緒に参加した本山さんは健脚を発揮し、
河童橋から足をのばしてウェストン碑まで散策して、万歩計は
16,000歩を記録していました。澄んだ空気と川の流れ、ウグイ
スの鳴き声に包まれ、ニリンソウ、アオチドリ、イワカガミなど
の高山植物を教えてもらいながら、気持ちよく歩くことができ
ました。

（体験取材 小林（秀）委員）

第1回自然に親しむ講座 in上高地

読書会会員　6月20日公民館読書会にて
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