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正
副
支
部
長
で
打
ち
合
わ
せ
を
し
な
が

ら
、
若
い
「
二
葉
生
」
と
同
窓
会
に
つ
い

て
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
話
を
し
て
み
た
い
ね
、

会
っ
て
み
た
い
ね
、
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
な
ら
ば
、
せ
っ
か
く
L
I
N
E

で
繋
が
っ
た
1
9
9
0
年
以
降
卒
業
の
若

い
同
窓
生
40
名
程
度
を
対
象
に
、
会
う
機

会
を
作
っ
て
参
加
を
募
っ
て
み
よ
う
、
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
「
二
葉
高
校
同
窓
生
交
流
会
に
参
加
し

ま
せ
ん
か
？　
関
東
に
い
る
後
輩
先
輩
と

食
事
を
楽
し
み
な
が
ら
交
流
し
ま
せ
ん

か
？　
こ
の
春
卒
業
し
て
関
東
に
来
ら
れ

た
方
も
、
勉
強
、
仕
事
や
子
育
て
で
忙
し

い
方
も
、
L
I
N
E
に
未
登
録
の
二
葉
卒

業
の
ご
友
人
の
方
も
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
諏
訪
の
話
、
二

葉
の
話
で
盛
り
上
が
り
ま
し
ょ
う
」

…
…
結
果
、
申
し
込
み
は
ゼ
ロ
で
し
た
。

　
「
集
ま
り
ま
し
ょ
う
」「
飲
み
会
を
し

ま
し
ょ
う
」
と
い
う
目
的
で
声
を
か
け

た
こ
の
会
は
、「
申
し
込
ま
な
い
理
由
」

は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
と
は
思
う
も
の
の

「
会
っ
て
み
た
い
」
と
い
う
思
い
だ
け
で

は
人
は
集
ま
ら
な
い
、
と
い
う
結
果
に
な

り
ま
し
た
。

「
女
子
高
と
共
学
時
代
で
は
別
の
同
窓
会

運
営
が
必
要
で
は
な
い
か
」

「
総
会
に
参
加
し
な
い
の
も
、
役
員
に
さ

れ
て
し
ま
う
と
い
う
気
持
ち
か
ら
で
は
」

「
同
窓
会
の
意
義
は
、
同
じ
年
の
仲
間
で

集
ま
る
こ
と
だ
け
が
目
的
の
人
が
多
い
。

全
体
の
組
織
は
い
ら
な
い
の
か
も
」

　
一
方
、「
ぜ
っ
た
い
に
『
同
窓
会
組
織
』

は
必
要
！
」
と
力
を
込
め
る
40
回
生
も
い

ま
す
。「
せ
っ
か
く
繋
が
っ
て
い
た
縦
と

横
の
縁
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
」
と
。

彼
女
が
提
案
す
る
の
は
、「
自
分
の
今
を

共
有
で
き
る
、
私
に
、
僕
に
役
に
立
つ
講

演
会
」
の
開
催
。
昔
話
で
は
な
く
、
今
の

自
分
が
欲
し
て
い
る
「
モ
ノ
」
や
「
コ

ト
」
に
直
結
す
る
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
小

講
演
会
を
開
い
た
ら
ど
う
か
。
き
っ
と
諸

先
輩
た
ち
の
培
っ
て
き
た
経
験
は
、
今
の

私
た
ち
に
役
に
立
つ
は
ず
で
、
ま
た
伝
え

ら
れ
る
こ
と
を
共
有
し
た
い
と
思
っ
て
い

る
先
輩
も
い
る
に
違
い
な
い
。
今
迷
っ
て

い
る
こ
と
は
何
で
あ
る
か
を
伝
え
た
い
と

思
っ
て
い
る
後
輩
も
い
る
に
違
い
な
い
。

　
そ
ん
な
話
を
聞
き
な
が
ら
、
人
と
人
を

今
も
昔
も
「
二
葉
」
が
「
何
か
」
を
繋
い

で
い
る
、
と
思
う
日
々
で
す
。

ど
う
し
た
ら
、『
二
葉
生
』と
出
会
え
る
だ
ろ
う
か
。　

支
部
長
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代
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高
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31
回
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）　
副
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部
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早
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40
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生
）・
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生
）　
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自
然
を
生
か
し
た
建
築
の
作
り
方

令和６年度総会

講演会
要旨

　
２
０
２
４
年
５
月
１
８
日
総
会
で
は
、
藤
森

照
信
先
生
に
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。
茅
野

市
を
は
じ
め
、
各
地
に
あ
る
作
品
に
つ
い
て
、

多
く
の
写
真
を
見
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
そ

の
意
図
や
思
い
を
わ
か
り
や
す
く
、
楽
し
く
お

話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
後
の
質
疑
応
答
で

は
多
く
の
参
加
者
か
ら
質
問
が
絶
え
ま
せ
ん
で

し
た
。

　
誌
面
の
都
合
上
す
べ
て
の
写
真
を
お
見
せ
で

き
な
い
の
が
残
念
で
す
が
、
内
容
を
ご
紹
介
し

ま
す
。

神
長
官
守
矢
史
料
館

神
長
官
守
矢
史
料
館

　
茅
野
市
の
神
長
官
守
矢
史
料
館
（
写
真
①
）

は
初
め
て
設
計
し
た
建
築
で
す
。
守
矢
家
が

代
々
守
っ
て
き
た
古
文
書
を
収
納
す
る
建
物
の

相
談
を
受
け
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
後
方
に
見

え
る
の
が
「
守
屋
山
」
で
す
。

　
柱
が
屋
根
に
出
て
い
る
の
は
、「
御
柱
で
す
」

と
い
う
と
、
な
ん
と
な
く
納
得
さ
れ
ま
す
ね
。

壁
は
割
板
と
い
う
の
で
す
が
、
１
ｍ
２
５
㎝
に

し
た
か
っ
た
。
職
人
さ
ん
の
す
ご
く
面
白
い
技

術
で
、
こ
じ
な
が
ら
割
る
ん
で
す
。

　
建
物
の
板
は
、
関
西
に
だ
け
あ
る
古
い
技
術

で
、
焼
杉
と
い
い
ま
す
（
写
真
③
）。
表
面
を

焼
く
こ
と
で
炭
化
し
て
、
長
持
ち
さ
せ
る
っ
て

言
う
面
白
い
技
術
で
、
下
に
火
を
つ
け
る
と

煙
突
効
果
で
上
に
行
き
（
写
真
②
）、
焼
き
終

え
る
と
、
炭
の
断
熱
性
は
強
く
、
上
も
下
も
同

じ
厚
さ
の
炭
に
な
っ
て
い
る
。
今
の
建
築
で
燃

え
し
ろ
設
計
と
言
っ
て
、
防
火
の
た
め
の
厚
さ

　
こ
れ
は
中
で
す
。
暖
炉
を
作
っ
て
、
煙
の
す

す
が
つ
く
の
が
嫌
だ
な
と
思
っ
て
ご
ま
か
す
た

め
に
炭
を
つ
け
た
ら
（
写
真
⑦
）、
学
生
た
ち

が
ど
ん
ど
ん
つ
け
て
（
写
真
⑧
）。
ジ
ブ
リ
だ

ジ
ブ
リ
だ
っ
て
い
う
ん
で
す
。
と
な
り
の
ト
ト

ロ
で
出
て
く
る
「
ス
ス
ワ
タ
リ
（
ま
っ
く
ろ
く

ろ
す
け
）」
み
た
い
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
、

宮
崎
駿
さ
ん
に
ど
こ
の
お
ば
け
か
聞
い
て
み
た

ら
、
創
作
な
ん
だ
そ
う
で
す
。

ニ
ラ
ハ
ウ
ス

ニ
ラ
ハ
ウ
ス

　
自
然
を
現
代
建
築
に
取
り
込
む
の
は
う
ま
く

い
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
次
に
挑
ん
だ
の
は
、
自

然
物
を
取
り
込
む
、
建
築
の
緑
化
で
す
。

　
私
の
建
築
の
理
想
は
、
人
間
の
肌
か
ら
産
毛

が
生
え
る
よ
う
に
建
築
か
ら
植
物
を
生
し
た
い

と
言
う
も
の
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
は
作
家
・

芸
術
家
の
赤
瀬
川
原
平
さ
ん
の
家
で
す
が
、
肌

感
じ
に
な
り
ま
す
。
今
は
空
気
が
悪
く
な
っ
て
、

き
れ
い
な
緑
と
い
う
よ
り
黒
っ
ぽ
く
は
な
り
ま

す
が
、
そ
れ
で
も
良
い
色
で
す
。
銅
の
柔
ら
か

さ
が
自
然
と
合
う
の
で
、
私
は
も
っ
ぱ
ら
銅
板

を
使
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

海
外
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス

海
外
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス

　
こ
れ
は
ウ
ィ
ー
ン
の
南
の
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス

（
写
真
⑥
）。
こ
こ
で
は
焼
杉
の
実
験
を
学
生
た

ち
が
面
白
が
っ
て
焼
い
て
く
れ
た
。
こ
う
い
う

こ
と
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
焼
杉
は
広
ま
り
ま

し
た
。

　
木
材
の
支
柱
は
、
日
本
で
は
必
ず
水
が
た
ま

る
と
こ
ろ
か
ら
腐
る
の
で
心
配
し
た
の
で
す
が
、

こ
こ
で
は
木
が
腐
る
条
件
、
温
度
と
湿
度
が
日

本
と
違
う
の
で
、
日
本
の
10
分
の
１
ぐ
ら
い
し

か
腐
ら
な
い
。
実
際
50
年
経
っ
た
も
の
が
腐
っ

て
い
な
い
ん
で
す
。

が
４
セ
ン
チ
以
上
あ
る
と
良

い
。
火
事
の
と
き
も
４
セ
ン

チ
よ
り
さ
き
に
い
っ
て
も
酸

素
が
な
く
て
焼
け
な
い
ん
で

す
。
そ
れ
と
同
じ
原
理
で
上

ま
で
き
れ
い
に
焼
け
る
と
い
う
技
術
で
す
。

　
ほ
ん
と
う
に
き
れ
い
な
炭
で
す
が
、
な
ぜ
か

西
日
本
に
し
か
な
く
、
そ
れ
を
私
が
持
っ
て
き

て
初
め
て
使
っ
た
。
関
西
で
は
焼
杉
は
古
く
か

ら
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
数

寄
屋
造
り
と
か
書
院
な
ど
京
都
の
住
宅
に
使
わ

れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
農
家
の
土
壁
を
守

る
た
め
に
使
う
も
の
で
、
建
材
に
上
下
の
差
が

あ
っ
た
ん
で
す
ね
。

　
私
は
そ
ん
な
事
は
知
ら
な
い
の
で
使
っ
て
、

今
は
関
西
で
も
ど
ん
ど
ん
使
う
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
し
、
私
が
欧
米
で
焼
く
実
験
を
教
え
た

り
海
外
で
作
る
建
物
に
使
っ
て
、
今
は
世
界
的

に
使
わ
れ
て
い
る
面
白
い
技
術
で
す
。

焼
杉
ハ
ウ
ス

焼
杉
ハ
ウ
ス

　
長
野
市
に
作
っ
た
焼
杉
ハ
ウ
ス
で
す
（
写
真

④
）。
真
っ
黒
で
は
住
宅
は
陰
気
な
感
じ
が
す

る
と
思
っ
て
白
を
混
ぜ
よ
う
と
白
い
漆
喰
と
ほ

ぼ
半
々
に
し
た
ら
、
気
づ
く
と
、
お
葬
式
の
幕

み
た
い
で
。
そ
れ
で
、
白
を
少
し
縮
め
て
貼
っ

て
お
り
ま
す
。
焼
杉
は
関
西
で
使
わ
れ
て
い
る

の
毛
穴
か
ら
生
え
る
よ
う
に
ニ
ラ
を
植
え
ま
し

た
（
写
真
⑪
）。
は
夏
に
花
が
咲
い
て
、
こ
ん

な
感
じ
で
す
（
写
真
⑫
）。

　
た
だ
、
い
ろ
い
ろ
問
題
が
起
き
ま
し
た
。
カ

ラ
ス
が
抜
く
、
給
水
が
難
し
い
、
花
が
咲
か
な

く
な
る
、
そ
し
て
茎
が
散
ら
ば
っ
た
感
じ
を
見

て
、
奥
さ
ん
が
だ
ら
し
な
い
感
じ
が
す
る
と
。

今
は
銅
板
に
し
て
い
ま
す
。
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
が

大
変
な
の
で
す
。

　
次
に
う
ま
く
い
っ
て
い
る
例
を
ご
紹
介
し
ま

す
。多

治
見
市
モ
ザ
イ
ク
タ
イ
ル

多
治
見
市
モ
ザ
イ
ク
タ
イ
ル

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

　
多
治
見
は
タ
イ
ル
の
生
産
が
盛
ん
で
、
そ
れ

を
地
元
で
集
め
て
い
た
も
の
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

で
す
。

 

こ
れ
は
縁
の
部
分
だ
け
緑
を
植
え
て
い
る
の

ま
ま
で
は
面
白
く
な
い
の
で
、
長
く
、
厚
く
し

て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
炭
の
層
が

表
面
に
あ
る
。
今
で
は
日
本
で
も
世
界
で
も
建

築
家
た
ち
が
使
う
材
料
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

右
の
上
は
茶
室
、
手
前
は
仏
壇
で
す
。

　
中
は
、
一
方
だ
け
開
く
洞
窟
的
な
作
り
。
洞

窟
は
住
ま
い
の
原
型
で
す
。
洞
窟
は
、
床
、
壁
、

天
井
が
同
じ
材
料
で
す
が
、
床
は
一
番
コ
ス
ト

が
か
か
り
ま
す
。
で
も
、「
洞
窟
」
と
い
う
こ

と
で
、
床
の
材
料
で
作
り
ま
し
た
。

細
川
護
熙
氏
の
不
東
庵
工
房

細
川
護
熙
氏
の
不
東
庵
工
房

　
私
は
自
然
の
素
材
を
も
っ
ぱ
ら
使
う
ん
で
す

が
、
昔
は
う
ん
と
安
か
っ
た
。
今
は
一
番
高

い
。
人
が
手
を
か
け
る
か
ら
で
す
。
自
然
素
材

だ
け
で
外
観
を
作
る
の
は
価
格
的
、
技
術
的
に

も
大
変
で
す
。
そ
こ
で
、
何
と
か
自
然
素
材
に

合
う
工
業
製
品
を
探
し
ま
し
た
の
が
こ
れ
で
す

（
写
真
⑤
）。
銅
板
は
工
業
製
品
で
す
が
、
自
然

の
力
で
変
化
す
る
。
こ
れ
は
細
川
護
熙
さ
ん
の

別
荘
の
工
房
で
す
が
、
銅
板
が
ギ
ラ
ギ
ラ
見
え

る
の
は
最
初
の
半
年
位
で
、
緑
青
の
味
が
あ
る

写真①

写真②

写真④

写真⑤

写真③

建
築
史
家
・
建
築
家
　
藤
森
照
信 

先
生

私は建築の歴史やっていましたから、建築緑化が日本にも
あることを知っていました。
これは芝棟といって、わざわざ植えたものです（写真⑨）。
諏訪にも昔はたくさんありました。明治の末の箱根の写真
にもみられます。戦前までは
一般的な屋根飾りでした。
これは日本だけではありませ
ん。フランスのノルマンディ
地方では、防寒のために屋根
に土を載せ、草をはやしてい
ました（写真⑩）。

写真⑦

写真⑪

写真⑥

写真⑫

写真⑨写真⑩

写真⑧

■芝棟について■

写真⑬
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藤
森
先
生
に
講
師
を
お
願
い
す
る

に
あ
た
り
、
連
絡
の
窓
口
は
奥
様
の

美
知
子
さ
ん
で
し
た
。
今
回
の
講
演

を
終
え
て
か
ら
、
美
知
子
さ
ん
か
ら

メ
ー
ル
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ぜ
ひ
皆
様
に
ご
紹
介
し
た
く
、
お
許

し
を
い
た
だ
き
、
一
部
を
ご
紹
介
し

ま
す
（
一
部
改
変
・
省
略
）。

●
　
●
　
●

　
昨
日
は
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

夫
も
帰
宅
し
て
、「
二
葉
の
人
た

ち
は
皆
元
気
だ
な
ぁ
。
楽
し
か
っ

た
！
」
と
申
し
て
お
り
ま
し
た
。

　
出
席
者
の
中
に
21
回
の
内
田
志
づ

子
様
の
お
名
前
を
拝
見
し
ま
し
た
の

で
、
以
下
、
個
人
的
な
こ
と
で
す
が

…
。

　
私
は
関
西
出
身
で
す
が
、
大
学
か

ら
上
京
し
、
都
立
高
校
の
教
員
を
務

め
57
歳
で
退
職
し
ま
し
た
。
最
後
の

一
年
は
都
立
小
平
高
校
で
そ
の
時
の

校
長
が
内
田
先
生
で
し
た
。
最
初
に

校
長
室
に
伺
っ
た
と
き
「
高
校
一
年

の
最
初
の
席
の
隣
が
、
藤
森
み
ち
こ

さ
ん
と
い
う
人
だ
っ
た
」
と
親
し
み

を
込
め
て
話
さ
れ
た
こ
と
を
昨
日
の

よ
う
に
覚
え
て
い
ま
す
。

　
健
康
上
の
理
由
な
ど
で
一
年
で
退

職
す
る
こ
と
に
な
り
、
内
田
先
生
に

は
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　
私
の
退
職
直
後
、
夫
が
対
外
的
に

忙
し
く
な
り
、
気
が
つ
い
た
ら
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
役
で
す
。

　
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
内
田
先

生
に
よ
ろ
し
く
お
伝
え
く
だ
さ
い
。

●
　
●
　
●

　
こ
の
メ
ー
ル
を
21
回
生
内
田
志
づ

子
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
。

　
21
回
生
内
田
志
づ
子
さ
ん
か
ら

「
藤
森
美
知
子
さ
ん
が
藤
森
照
信
氏

の
奥
様
だ
っ
た
と
は
知
り
ま
せ
ん
で

し
た
。 

藤
森
美
知
子
さ
ん
は
大
変

優
秀
な
英
語
の
教
師
で
早
め
に
ご
退

職
な
さ
ろ
う
と
す
る
の
を
必
死
で
慰

留
し
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。 

結
局

退
職
さ
れ
と
て
も
残
念
で
し
た
が
、

こ
う
し
て
ご
活
躍
な
さ
っ
て
い
た
こ

と
を
聞
き
、
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。

…
」

　
こ
れ
を
機
に
お
二
人
は
ご
連
絡
を

と
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
う
れ
し
い
ご

縁
で
す
。

【参考（詳細はサイト検索等でご確認ください）】
■神長官守矢史料館
茅野市宮川389-1　Tel：0266-73-7567
■多治見市モザイクタイルミュージアム
岐阜県多治見市笠原町2082-5　　Tel：0572-43-5101
■ラ コリーナ近江八幡
滋賀県近江八幡市北之庄町615-1　Tel：0748-33-6666
■高過庵・低過庵・空飛ぶ泥舟体験
ちの旅「『フジモリ茶室』プレミアムガイド」で検索
（一社）ちの観光まちづくり推進機構TEL.0266-73-8550
■小泊Fuji
https://kodomari-fuji.jp

《コラム》先生の奥様・藤森美知子さん
からのメール

で
管
理
も
う
ま
く
行
き
ま
し
た
（
写
真
⑬
）。

ララ  

コ
リ
ー
ナ
近
江
八
幡

コ
リ
ー
ナ
近
江
八
幡

　
こ
ち
ら
は
近
江
八
幡
の
神
様
の
山
近
く
で
、

こ
の
風
景
を
壊
し
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
し

た
。
こ
ち
ら
の
会
社
は
小
豆
な
ど
の
原
料
を
生

産
す
る
農
業
部
門
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
管
理

し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。（
写
真
⑭
）。
こ
ち

ら
は
カ
フ
ェ
な
ど
も
あ
っ
て
人
気
が
あ
る
よ
う

で
す
。細

川
護
熙
氏
の
茶
室　

一
夜
亭

細
川
護
熙
氏
の
茶
室　

一
夜
亭

　
細
川
護
熙
さ
ん
に
１
か
月
で
作
っ
て
く
れ
と

言
わ
れ
て
作
っ
た
も
の
で
す
。
江
戸
時
代
、
最

高
の
も
て
な
し
は
茶
室
を
作
っ
て
迎
え
る
こ
と

で
し
た
。
細
川
さ
ん
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
の

で
す
ね
。
こ
の
と
き
の
客
は
シ
ラ
ク
大
統
領
で

し
た
。

　
ク
レ
ー
ン
が
入
ら
な
い
の
で
、
俳
優
座
の
舞

小
泊
小
泊Fuji

Fuji

　
富
士
見
の
田
畑
と
い
う
と
こ
ろ
に
昨
年
作
っ

た
宿
で
す
。
こ
こ
は
と
て
も
き
れ
い
な
と
こ
ろ

で
、
雑
草
が
な
い
よ
う
に
手
入
れ
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
地
区
で
す
。

　
屋
根
に
は
富
士
桜
を
植
え
て
い
ま
す
（
写
真

㉑
）。

●　
●　
●

台
を
作
る
人
の
力
を
借
り
ま
し
た
（
写
真
⑮
）。

こ
れ
は
お
茶
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
撮
っ
た
世

界
初
の
写
真
で
す
（
写
真
⑯
）。
普
通
外
か
ら

撮
ら
な
い
で
す
か
ら
。
人
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン

に
比
べ
て
建
築
が
小
さ
い
の
で
マ
ン
ガ
っ
ぽ
い

で
す
ね
。

　
お
茶
室
は
、
正
式
に
は
畳
、
床
の
間
、
障
子

が
あ
り
ま
す
が
、
あ
ま
り
こ
の
伝
統
を
守
ら
な

い
ス
タ
イ
ル
に
し
て
い
ま
す
。
欧
米
で
は
障
子

【
藤
森
照
信
先
生
略
歴
】

1
9
4
6
年
茅
野
市
生
ま
れ
。

諏
訪
清
陵
高
校
卒
、
東
京
大
学
名
誉
教
授
、
東

京
都
江
戸
東
京
博
物
館
館
長
。
専
門
は
日
本
近

現
代
建
築
史
。
近
著
「
藤
森
照
信　
建
築
が
人

に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
」（
平
凡
社
）、「
近

代
建
築
そ
も
そ
も
講
義
」（
共
著
、新
潮
新
書
）

な
ど
、
著
書
多
数
。

1
9
9
1
年
、
神
長
官
守
矢
資
料
館
（
茅
野

市
）
で
建
築
家
デ
ビ
ュ
ー
。

建
築
に
自
然
を
取
り
込
む
美
学
を
探
求
し
、
世

界
的
に
活
躍
。
お
母
さ
ま
、
２
歳
上
の
お
姉
さ

ま
も
二
葉
高
校
同
窓
生
。

　
　
文
責
・
栗
林
理
恵
（
高
校
31
回
生
）

が
あ
る
と
日
本
的
と
い
う
意
味
で
「
素
晴
ら
し

い
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
も
う
ひ
と
つ
日
本
的

な
も
の
の
奥
に
あ
る
も
の
ま
で
踏
み
込
ん
で
も

ら
い
た
い
気
持
ち
が
あ
り
、
畳
と
障
子
は
使
い

ま
せ
ん
（
写
真
⑰
）。

　
シ
ラ
ク
大
統
領
は
結
局
、
イ
ラ
ク
戦
争
が
始

ま
り
、
来
日
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

高
過
庵
・
空
飛
ぶ
泥
舟

高
過
庵
・
空
飛
ぶ
泥
舟

　
細
川
さ
ん
の
茶
室
を
作
っ
て
、
渡
し
た
く
な

い
と
思
っ
た
。
そ
れ
で
、
自
分
の
を
ひ
と
つ
作

ろ
う
と
、
茅
野
に
作
っ
た
の
が
高
過
庵
で
す

（
写
真
⑱
）。
幼
馴
染
が
や
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

完
成
し
て
み
た
ら
、
思
っ
た
よ
り
高
か
っ
た
。

　
こ
れ
が
評
価
さ
れ
て
、
海
外
か
ら
も
依
頼
が

来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
空
飛
ぶ
泥
舟
（
写
真
⑲
）
は
、
茅
野
市
の
企

画
で
市
民
と
一
緒
に
作
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
影

が
真
下
に
落
ち
る
の
が
面
白
く
て
撮
っ
た
写
真

で
す
。

五
庵
五
庵

　
東
京
都
か
ら
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
間
だ
け
、

茶
室
を
作
っ
て
ほ
し
い
と
言
わ
れ
て
、
作
り
ま

し
た
（
写
真
⑳
）。
向
こ
う
に
見
え
る
の
は
隈

研
吾
さ
ん
の
国
立
競
技
場
。
和
紙
を
使
っ
た
ア

ク
リ
ル
板
を
開
け
る
と
む
こ
う
が
見
え
る
。
こ

れ
も
今
は
茅
野
に
移
し
て
あ
り
ま
す
。

講演スライドＵＲＬ：https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:cb06e636-9311-34c2-ab97-63ca2e707f51

世界で、お茶を飲むだけの建築というの
は茶室以外にありません。ヨーロッパで
も中国でもお茶は飲みますが、専用の部
屋で飲むわけではない。また、中国のな
どでは伝統的には見晴らしの良いとこ
ろや東屋、あるいは書斎で文人が飲むと
いう伝統ですが、日本では違います。
日本の茶室は利休が考え出したもの。重
要なのは、狭い中で、外を見ない。そし
て、亭主が自分で点てること。特殊な空
間です。

■茶室について■

写真⑭

写真⑯

写真⑮

写真⑰
写真⑱写真⑲

写真㉑ 写真⑳
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室

教

　
ご
無
沙
汰
し
て
お
り
ま
す
が
、
お
元
気

で
お
変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
の
よ
う
で
す

ね
。

　
私
が
諏
訪
二
葉
高
校
を
卒
業
し
て
か
ら
、

な
ん
と
、
五
十
年
が
瞬
く
間
に
過
ぎ
ま
し

た
。

　
そ
の
間
、
母
校
は
共
学
と
な
り
、
古
き

良
き
階
段
の
丸
窓
が
印
象
的
な
木
造
校
舎

は
建
て
替
え
ら
れ
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が

素
敵
な
新
し
い
校
舎
に
な
り
ま
し
た
。

 

数
年
前
に
、
同
窓
会
東
京
支
部
だ
よ
り

「
二
葉
」
へ
の
寄
稿
を
お
願
い
し
よ
う
と

お
電
話
し
た
際
に
は
、
卒
業
以
来
ほ
と
ん

ど
交
流
の
な
い
私
で
す
の
に
、
す
ぐ
に

「
お
お
、
カ
ワ
ダ
か
」
と
応
じ
て
く
だ
さ

り
、
感
激
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

思
え
ば
、
先
生
と
の
接
点
は
、
同
じ
学
年

の
隣
の
担
任
で
、
一
年
の
時
に
地
理
の
授

業
を
受
け
持
っ
て
い
た
だ
い
た
だ
け
で
、

部
活
の
顧
問
で
も
な
い
の
に
、
ず
い
ぶ
ん

近
し
く
親
し
く
接
し
て
い
た
だ
い
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
当
時
、
学
校
に
は
若
い
男

性
の
先
生
と
い
え
ば
、
中
島
森
利
先
生

（
私
は
演
劇
部
で
顧
問
を
し
て
い
た
だ
い

て
ま
し
た
）
と
征
矢
先
生
の
み
。
中
島
先

生
も
人
気
が
あ
り
ま
し
た
が
、
若
い
独
身

男
性
は
征
矢
先
生
お
ひ
と
り
だ
っ
た
の
で
、

ほ
の
か
な
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
二
葉
生
が

沢
山
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
先
生
が
双
子

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
話

で
し
た
が
、
フ
ァ
ン
だ
っ
た
友
人
は
、
大

好
き
な
征
矢
先
生
が
双
子
だ
と
聞
い
て
そ

ん
な
素
敵
な
こ
と
が
あ
っ
て
い
い
の
か
！

と
言
っ
て
、
あ
き
れ
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　
当
時
の
笑
い
話
で
す
が
、
先
生
の
お
嫁

さ
ん
は
、
足
腰
が
丈
夫
で
、
し
っ
か
り
農

業
が
で
き
な
い
と
い
け
な
い
ら
し
い
よ
と

い
う
う
わ
さ
が
あ
り
ま
し
た
。
だ
か
ら
ワ

タ
シ
ら
じ
ゃ
あ
無
理
だ
よ
ね
、
と
い
う
話

で
す
。
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た
後
に
、
東

京
支
部
の
総
会
に
出
席
を
お
願
い
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
大
体
五
月
の
第
三
土
曜

日
く
ら
い
な
の
で
す
が
、
お
電
話
し
ま
し

た
ら
、「
そ
の
日
は
田
植
え
だ
」
と
バ
ッ

サ
リ
断
ら
れ
ま
し
た
。
い
か
に
も
征
矢
先

生
ら
し
い
お
返
事
で
し
た
の
で
、
な
ん
だ

か
愉
快
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

　
私
は
結
婚
、
子
育
て
を
経
て
十
年
少
し

前
に
起
業
。
カ
フ
ェ
を
五
年
、
雑
貨
屋
を

五
年
、
今
年
か
ら
、
レ
ン
タ
ル
ス
ペ
ー
ス

や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
運
営
、
駅
ビ
ル
な

ど
で
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
開
催
し
て
い
ま

す
が
、
ど
れ
も
順
調
と
は
と
て
も
言
え
ま

せ
ん
。
寄
稿
し
て
い
た
だ
い
た
際
、
私
宛

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

何
も
の
に
も
な
れ
ず
、
何
も
な
し
遂
げ
て

い
な
い
自
分
が
恥
ず
か
し
く
も
あ
り
、
し

か
し
、
何
十
年
た
っ
て
も
、
激
励
し
て
く

れ
る
恩
師
が
い
る
こ
と
が
う
れ
し
く
誇
ら

し
か
っ
た
で
す
。

　
現
在
、
公
立
の
女
子
高
は
稀
で
す
が
、

私
は
な
ん
と
い
う
幸
せ
な
時
間
を
過
ご
せ

た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
以
前
読

発
掘
し
た
り
、
土
器
を
作
ら
せ
て
も
ら
っ

た
り
と
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
自
由
に
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
と
聞
き
ま
し
た
。
学
校
で

過
ご
す
時
間
を
温
か
く
見
守
っ
て
く
れ
る

恩
師
が
い
て
こ
そ
の
貴
重
な
時
間
だ
っ
た

な
あ
と
思
い
ま
す
。

ん
だ
本
に
、
共
学
は
男
子
に
対
し
て
女
同

士
が
「
ラ
イ
バ
ル
」
に
な
る
、
女
子
高

は
「
同
士
」
に
な
る
と
。
五
十
年
た
っ
て

も
よ
き
友
と
お
し
ゃ
べ
り
し
た
り
、
旅
を

し
た
り
。
そ
ん
な
友
人
の
一
人
が
、
先
生

が
顧
問
を
さ
れ
て
い
た
考
古
学
ク
ラ
ブ
で
、

卒
業
後
の
往
復
書
簡
　

第
三
信
「
征
矢  

鑑
先
生
」　

「
返
信
の
た
め
に
『
天
つ
野
』
を
読
み
返
す
機
会
を
与
え
て
頂
き
感
謝
し
ま
す
」
と

常
に
相
手
を
思
い
や
る
言
葉
ば
か
り
で
、
相
変
わ
ら
ず
の
先
生
で
し
た
。

高
校
27
回
生
　
鈴
木
泉
（
河
田
）

1975 年 3 年 6 部　前列右から 3 番目が鈴木（河田）泉さん

1975 年 3 年 5 部 担 任 時 の
征矢先生の授業スナップ

征矢先生近影　
2023 年 11 月
唯一のカラー写真！！

先生に近影をお願いしたとこ
ろ、こんなメッセージと共に…

　
先
生
は
、
そ
の
後
の
長
い
時
間
を
様
々

な
学
校
で
い
ろ
い
ろ
な
生
徒
と
接
し
て
こ

ら
れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
先
生
の
教
師
生

活
の
中
で
、
二
葉
を
面
白
く
大
切
に
思
わ

れ
て
い
る
よ
う
に
寄
稿
の
中
で
語
ら
れ
て

い
て
、
と
て
も
う
れ
し
く
拝
読
し
ま
し
た
。

先
日
は
二
十
九
回
生
の
学
年
会
に
ご
出
席

さ
れ
た
と
か
。
ぜ
ひ
、
う
ち
の
学
年
会
や
、

同
級
会
、
東
京
支
部
総
会
な
ど
で
、
お
目

に
か
か
り
た
い
で
す
。
お
誘
い
し
ま
す
の

で
是
非
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。
お
会
い
で

き
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

　　ヘタでいい　ヘタがいい　
　　　　　　　　　生きていくのも同じこと
　　令和 2 年 3 月 5 日付「支部だより」に寄稿の依
頼を受け取ると前後して（支部長）鈴木泉さんか
ら電話をいただき驚きました。聞き覚えのある声、

「カワダ・イズミ」さんか！「支部だより２４号」
の鈴木支部長の顔写真が五十年の年輪を刻み込ん
で「ふくよかさ」を見せていたものですから、イ
ズミさんとは知らず！
　高校時代から大学時代までそのほとんどを無垢
な男たちの世界に身を置いていた私。初任校の上
田高校の定時制から二葉高校への転勤にはかなり
の抵抗感がありました。
　衣之渡の下宿からわき目もふらず女生徒の波を
かき分けて（失礼）登校坂を一気に駆け上がった
ものです。
　初めてのクラス担任。初々しい円らの瞳を持っ
たクラスの生徒たちとの出会いが、二葉の生活に
溶け込む契機にもなりました。（隣のクラスにイズ
ミさん）　秋口にさしかかる頃、角間川ぞいの教員
住宅に移り、（学校生活にも馴染み）風呂敷包を小
脇に抱えて下駄ばきで校庭を突きり昇降口へ、上
田時代のスタイルに戻りました。（下駄箱に靴下が
入れられたのはこの頃のこと）　このことがあって
から、身支度を整えることも「教師としての生活
の一部」と恥じて、身支度に気を配ったことでした。
一年後「尾玉団地」に二階建て（二戸）の教員住
宅一棟が新築され、赴任二年目の野口先生と移り
住みました。先生とは生徒会や卓球部の顧問をし
て、寝食を共にしての充実した一年間でした。（閉
口したのは冬期間の雪、長い坂道を歩いての上り
下り、時にはスキーで下ったことも）
　翌春、最初のクラス（２７回生・イズミさん）
が卒業。野口先生の急な転勤に伴い先生のクラス
担任（２９回生）を引き継ぎました。同時に、慌
ただしい時間の中で妻を迎えて新生活も始まりま
した。山の上の生活は中々大変でした。私の通勤、
家内の買い出しと、一台の車を効率よく使い分け
ねばならなかったからです。
　翌春、長女の誕生を機に岡村の教員住宅に移し
ていただき、諏訪での放浪生活（？）から解放さ
れました。（長女を背にして学校の温泉風呂を使わ
せていただいた思い出は忘れがたい）
　イズミさん、卒業以来、半世紀という時空を超
えて貴女の話しぶりや生徒会での活躍を思い出し
ながら、時折何かの拍子に「どうしているかな」と、
気にはなっておりました。
　手元に私が二葉に在職した七年間の「天つ野」

（３３～３９号）がとってあり、改めて貴女が在学
した三年間分を読み返してみました。
　かなり忘却の彼方に消え去っていましたが、貴
女のことばかりではなく、あの頃の個性豊かな生
徒や職員の皆さんの事がほぼ蘇りました。
　教室での学習内容はさておき、貴女が昭和４９
年度後期の生徒会長として「生徒会の現実は、現

在の私たちの課題である。…生徒会に無関心だと
いう事で、私が何をとがめられよう。…流れの中
に埋没してもいい。その中で自己を生かす、ひい
ては生徒会を生かす方法を、みんなに考えてもら
いたいのである。」（３４号巻頭言）と、当時の生徒
会活動に向き合う二葉生の姿勢に警鐘をならした。
いま希薄になりつつある人間関係の織りなす「世
情」にも、当てはまる苦言でもありますね。
　貴女との記憶に残る接点は、卒業を前に進路を
どうするか、という悩ましい問題に直面した折の
事でした。（学年の進路係をしていた関係で）「ど
うするの？」とさりげなく聞いたことがあったね、

「某大学の法学部、難しいが選択肢に入れてみたら」
などと話をした事がありましたね。
そうこうするうち同期の五人が「学科は異なるが

（同じ大学を）受験してみよう」という事になって、
（大変なことをしてしまったと反省しながらも）し
かし、かなり確率はいいと思っていたから、受験
の結果が待ちどおしかった。結果的にはそれぞれ
が難関私大に合格、入学となったことを知って、
ホッと息を吐きだしたのも偽らざる心境だった。
　そんな接点が絡み合って、貴女は多分法曹界で
活躍しているか、或いは世界を股にかけて飛び回っ
ているか、そんな姿を勝手に想像していたのです。
　「天つ野３５号」にイズミさんが寄稿した『一人
よがりの青春論』。野性的で瑞々しい文章からは（口
早な息遣いが聞こえるようで）、あの当時のイズミ
さんそのものだったように思います。
　そして、東京支部長としての成熟した挨拶文、「節
目の時代に」（「支部だより２４号」の巻頭言）に
目をやると、五十年に喃々とする「大人への確実
な歩み」を感じ取れました。
　ほんの数分の電話でしたが、「苦難な事情を乗り
越えて起業し、レンタルスペースやワークショッ
プの運営などに没頭しておられる」由を伺い、長
いトンネルを抜け出たような気持になりました。
　卒業後半世紀、イズミさんならではの「生きざま」
を全力で走っていることに、ようやく巡り合えて
本当にうれしかった。少しは息抜きもしながら走
ろうね。
　朝起きると家中の戸障子を開け放って外気を入
れ、野良着に着替えて飯米田の水管理に出掛け、
帰りに家添いの野菜畑で野菜を収穫し、天候に応
じて草刈をする日々。
　しかし、寄る年波には抗しがたく、田畑をどう
しようか、「最後の選択」を迫られているのが現実
です。
教育委員の仲間の一人が「絵手紙」を（悩める私に）
送ってくれました。

　　ヘタでいい／ヘタがいい／
　　生きていくのも同じこと

　どうぞ心身共にお健やかにおすごしください。
お会いできる日が来るとうれしいのですが・・・・。

征矢  鑑　



9 8

あの頃のあの頃の
記憶を記録に記憶を記録に
とどめてとどめて

「現存している手拭いを送ります。一つは私が、
もう一つは二葉祭に向けて生徒たちがデザイン
したもの。残念ながら制作者、わからず。」
美術の二木六徳先生の指導のもと、美術選択
の生徒は二葉祭の手拭いをデザインする、とい
う授業があり、その中から選ばれたものが、二
葉祭の手拭いとして使われていました。
また、二木先生は同窓会の記念品手拭いのデ
ザインも多くされています。
ここに先生からお預かりした作品を掲載します。

15 回二葉祭 1974 年16 回二葉祭 1975 年17 回二葉祭 1976 年

18 回二葉祭　法被

19 回二葉祭　法被

18 回二葉祭 1977 年

祝卒業 同窓会記念品 二木六徳先生

プール竣工記念　1971 年
二木六徳先生

原画　同窓会記念品　二木六徳先生

創立 70 周年記念　二木六徳先生

祝卒業　同窓会記念品　
二木六徳先生

祝卒業　同窓会記念品　
二木六徳先生

19 回二葉祭 1978 年

20 回二葉祭 1979 年

23 回二葉祭 1982 年24 回二葉祭 1983 年

21 回二葉祭 1980 年

22 回二葉祭 1981 年

二
木
六
徳
先
生
か
ら
の
一
筆
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上記のとおりご報告いたします。　　　　　　　令和６年 4 月 13 日　会計係　　小林君江　　峯島美緒　　　
上記は会計監査の結果、間違いありません。　　令和６年 4 月 13 日　会計監査　松木きよみ　松澤由美子　

上記のとおりご報告いたします。　　　　　　　令和６年６月８日　会計係　　杉原佳容　峯島美緒　小林君江　　　　
上記は会計監査の結果、間違いありません。　　令和６年６月８日　会計監査　野尻光子　和田靖子　　　

 本会計
⑴収入 （単位：円）
年 度 令和５年度 令和５年度 令和６年度
項 目 予算額 収入額 摘 要 予算額
前年度繰越金 2,326,045 2,326,045 　 2,014,763
維持費 600,000 588,000  294 件 600,000
賛助会費 0 64,000  64 件 70,000
寄付金等　 0 197,494 「伊藤千代子映画上映会様」から 128,494 円のご寄附含む 0
雑収入 0 44,814 預金利子、支部だより掲載広告費、本部補助費、霧ヶ峰募金 0
同窓会基金より 0 0 　 0
収入合計 2,926,045 3,220,353 　 2,684,763

 収入の部 （単位：円）
項 目 予算額 実行費 摘 要

会費 700,000 693,000 ￥7,000 × 99 名　

本部補助費 20,000 20,000 講師謝金、会場費、
施設費等、資料作成、他

令和 6 年度本会計より 557,000 443,829
講師謝金、会場費、
案内状作成、郵送費、
資料作成他

収入合計 1,277,000 1,156,829 　

 支出の部 （単位：円）
項 目 予算額 実行費 摘 要

講師謝礼 100,000 100,000 藤森照信氏（建築史家、
建築家）

会場費 977,000 844,194 アルカディア市ヶ谷室
料、飲食料、設備費他

諸経費（案内通知、名札シー
ル等） 200,000 212,635 総会案内ハガキ代、傘寿

祝い、名札等

支出合計 1,277,000　1,156,829 　

 東京支部同窓会基金 （単位：円）
年 度 令和５年度 令和５年度 令和６年度
項 目 予算額 収入額 摘 要 予算額

前年度繰越金 3,031,000 3,031,000 　 3,032,202
引当金 0 0 0
受取利息 0 1,202 0
収入合計 3,031,000 3,032,202 3,032,202

⑵支出 （単位：円）
年 度 令和５年度 令和５年度 令和６年度
項 目 予算額 支出額 摘 要 予算額
総会関係 450,000 419,203 会場費、資料印刷、講師謝礼 577,000
会
報

作成費 200,000 183,060 支部だより 28 号編集、印刷費、取材費 250,000
送料・通信費 100,000 212,841 支部だより発送費 450,000

役員・事務局費 150,000 165,353 役員手当、事務局人件費、交通費 150,000
役員会議費 100,000 79,640 会議室使用料 ( 全労連会館 )、役員会資料印刷、会食補助 80,000
幹事会費 50,000 0 LINE 販促費として通信費が増加するため幹事会は中止 0
弔慰金 10,000 0 弔電（保尊していたカードを使用） 10,000
コピー・通信費 10,000 97,417 上記以外の資料コピー代、LINE 会員獲得のための通信費（月額 5,500 円） 130,000
事務用品費 2,000 0 事務用品 2,000
渉
外

二葉本部 30,000 0 本部総会交通費 30,000
連合同窓会 70,000 12,622 東京同窓連・南信同窓連 関連費 70,000

雑費・予備費 50,000 35,454 維持費振込用紙印字代、振込手数料、物品保管経費等、霧ヶ峰募金 40,000
支出小計 1,222,000 1,205,590 　 1,789,000
次年度繰越金 1,704,045 2,014,763 　 895,763
支出合計 2,926,045 3,220,353 　 2,684,763

収支決算（令和5年4月1日～令和6年3月31日）および予算書（令和6年）

令和６年度 総会会計報告（令和6年5月18日） 令和6年度  事業計画
1主な会議•会合
❖ 令和６年度　定期総会　令和６年５月18日（土）アル

カディア市ヶ谷にて開催
❖ 役員会　年８回程度
❖ 幹事会　令和６年は開催せず、その費用をLINEの会員

獲得のための通信費に使う
❖ 令和７年度　定期総会　令和７年５月17日（土）アル

カディア市ヶ谷にて開催予定

2主な事業 課題への対応＜会員数の増＞
❖「支部だより」29号は9月発行（予定）
❖ 「LINE公式アカウント」を「諏訪二葉高校同窓会（東

京支部）」として運用、若い会員と出会うことを目的と
して運用する。

❖ 支部の収益に貢献できるような「大根坂ノベルティ」
の企画と販売を検討する

❖ 渉外は、本部、また他校同窓会の動向が今後の活動に
大きな影響があり情報収集の機会ととらえる

松村佳代（太田）31回生
❶上諏訪中学　❷ 美術部
❸ 諏訪市末広町の「太養パン」は対面の「太

平堂」が実家だった私にとっては幼馴染
の「透くんち」です。有名なサバサンドよ
りもバナナクリームパンやソーセージパン
が懐かしい味です。姉の住む下諏訪の駅
前は行くたびに新店が賑わいを見せていて

「チャボ」と並んで、「KenKen」などのビ
ストロが増え地域の皆様がごひいきにして
いるようです。その並びの「本田食堂」は
娘の好きな鹿肉が楽しめ、義兄は「毎食、
ここのフライドポテトだけで夕飯はいらな
い」と姉に言っていました。

栗林理恵（伊藤）31回生
❶上諏訪中学　❷美術部
❸ 行きつけというほどではないですが、上諏

訪の小さいお蕎麦屋さん「とみや」は、む
かし父が「あそこはうめえ」と教えてくれ
た思い出のあるお店です。当時、老夫婦が
やっていて、用意した分がなくなると早々
に店じまいしていました。今もたまに行こ
うとすると、すごく並んでいるか、閉まっ
たあとかです。また行きたいお店です。

木村早苗　40回生
❶永明中学　❷茶道部
❸ 東京でなかなか出会わないお気に入りの鰻

屋さんとお蕎麦屋さんを楽しんでいます。
　 帰省のたびに叔父叔母に誘われる下諏訪「う

なぎ林屋」。鰻はもちろん美味しいのです
が、鯉料理が絶品です。最近では、鯉こく
と鯉のうま煮がお気に入りの１品です！

　 茶色くて濃いつゆそばを求め、茅野「長寿
更科」へ行きます。地元の山菜・野菜天ぷ
らが美味しく、夏シーズンは激混み覚悟で
行きます。

　 若い頃は苦手だった郷土料理が美味しいと
感じる年齢になりました。

杉原佳容（河上）37回生
❶原㆗学　❷音楽部
❸    茅野にあった
「 ア ニ バ ー サ
リーチロル」と
いう洋菓子屋さ
んのものだった
と思いますが、

「 セ ロ リ ー マ

支部長

副支部長　兼　事務局

副支部長

会 計

ン」（当時の記憶のため違っていたら失礼）
というパイ菓子を思い出しました。パイの
中に白あんとセロリが入っている焼き菓子
です。なかなかの大きさのセロリは存在感
があり、当時の私は「セロリが甘いお菓子
に入ってる！」と驚きながらもおいしくい
ただきました。今でもあるんでしょうか。
調べたけれど見つけられませんでした。
知っている方がいたら教えてほしいです。

小林君江　36回生
❶原㆗学　❷ソフトボール部
❸ 富士見町乙

おっこと
事の伯母の家で手打ちそばを

出してもらい「このおそばはおいしい！」
と子ども心に思った覚えがあります。その
乙事地区の人たちが共同でやっているのが

「そば処おっこと亭」で地元産のそば粉を
使い、伝統の製法で打ったおそばが食べら
れます。

　  あと、茅野駅前にある洋菓子店「アニバー
サリーチロル」の「くるみかれん」という
お菓子が好きでよくお土産に買います。職
場の人にも好評でした。

峯島美緒(斎藤)  　36回生
❶永明中学　❷ソフトボール部
❸ 茅野市にあるイタリアンレストラン
「SPADA」（スパーダ）です。両親のお気
に入りで実家から近く、帰ったときに必ず
一緒にランチをするお店です。何を食べて
も美味しいですが、特にトマトソースは絶
品です。コーヒー、紅茶がおかわりできる
のもうれしいです。

　  あと「丸安田中屋 本店」は、チーズケーキ
アントルメが有名ですが、ジェラートもお
すすめです。変わり種のフレーバーがあり
楽しめます。

宮坂さち子（宮坂）38回生　
❶諏訪西中学　❷水泳部　　
❸ 諏訪市中洲にある薪窯で焼くピザのお店、
「サンタローザ」さん。定番のマルガリー
タやロマーナ、カルツオーネの上にたっぷ
りの野菜が載ったサンタレガーロ、和風味
のネギしらす、ずっと食べていたくなるさ

会員運営係

つまいもクリームが入った「芋っちぇ」な
ど、どのピザもおいしい上に、お店の方の
笑顔に癒され、素敵な時間を過ごすことが
できるお店です♡

野尻光子（小林）35回生
❶長峰中学　❷天文・園芸部
❸ 上諏訪駅から5分の大手にある和食の
「都

つ じ も と
路本」です。二葉の同級生唐澤妙子さ

んが女将、ご主人が板前さんです。同級会
はこのお店と決まっています。趣がある店
内でちょっとリッチな和食がいただけま
す。創作料理も美味しくクリームチーズ入
り茶碗蒸しはコクがありおすすめです。二
葉つながりで昔の先生方もいらっしゃるそ
うです。

和田靖子（二村）　29回生
❶下諏訪中学　❷室内楽
❸  家じまいした下諏訪の実家が「teltis」(テ

ルティス)という北欧刺繍の工房＆カフェ
になってます。コーヒーと焼菓子が絶品で
す。

　  懐かしい味と言えば、「蓬饅頭」。祖母と山
で蓬を摘んできて作ってもらいました。東
京でも綺麗そうな蓬があれば、茹でてカッ
ターで粉砕、粉に混ぜて茹でれば、蓬香る
スィートの出来上がり。

内田志づ子（上條）21回生
❶岡谷北部中学　❷バスケット部
❸ 原村（諏訪南インターから八ヶ岳ズームラ

インを上った左側）にある「Ristorante 
DANLO」(リストランテ ダンロ)です。
二葉高校47回生の松本さんご夫婦が営む
イタリアンレストランです。（お母さまは
21回生）。森の中にある開放的でゆったり
した空間で原村の野菜や山菜、茸などを
使った美味しいランチ、ディナーが楽しめ
ます。基本はコース料理、予約制です。

会計監査

東京・南信同総連理事

令和6年度 役員紹介　❶出身中学　❷部活　❸諏訪で行きつけの店はどこ？

専務の土橋伸一郎さんは二葉の 60 回生

テルティスのおふたり
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令和７年５月17日（土）
午前10時～午後3時

アルカディア市ヶ谷
市ヶ谷駅徒歩２分

❶総会　令和６年度活動・決算報告
　　　　令和７年度活動・予算審議
❷講演　鵜飼幸雄氏
　　　   「 縄文王国と二葉生の発掘」
❸茶話会

今年度幹事会は開催せず、費用をLINEの会員獲得の
ための通信費に使わせていただきたく思います。

　諏訪市では、１万円以上のご寄附をい
ただいた市外在住の方に、感謝の気持ち
として寄附金額に応じた諏訪市の特産
品等の「お礼の品」をお贈りしています。
諏訪のソウルフードである「テンホウ
のぎょうざ」、さわやかでとろける舌触
りが人気の「丸安田中屋のチーズケー
キ」、諏訪五蔵の「日本酒」、丸高蔵や竹
屋の「味噌」などの“ふるさとの味”を
楽しめる商品もございます。 ほかにも、“東洋のスイス”と形容される諏訪地域の精密加工技術を象徴する商品や、

地元の農産物などもラインナップしています。是非一度ご覧ください。

丸安田中屋のチーズケーキ 諏訪五蔵の「日本酒」

鵜
う

飼
かい

幸
ゆき

雄
お

氏

1954 年茅野市生まれ。神長官守矢史料館館長、
元尖石縄文考古館館長、諏訪考古学研究会会
長。著書に「国宝土偶『縄文ビーナス』の誕生・
棚畑遺跡」（新泉社、2010 年）、「八ヶ岳西麓の
縄文文化－二つの国宝土偶と黒曜石の里－」（敬
文舎、2022 年）など。八ヶ岳山麓の縄文文化、
諏訪信仰発祥の歴史に関心がある。奥様と娘さ
ん二人は諏訪二葉高校の同窓生。

令和７年度
定期総会
のお知らせ

令和６年度
幹 事 会

日 付

場 所

内 容

■
茅
野
市
出
身
の
藤

森
照
信
先
生
の
講
演

会
は
、
馴
染
み
深
い

地
元
の
先
生
の
作
品

建
築
物
に
大
変
興
味
深
く
拝
聴
し
、
会

場
の
雰
囲
気
も
熱
気
に
包
ま
れ
大
盛

況
で
終
え
、
同
郷
の
方
の
ご
活
躍
を
耳

に
す
る
と
、
誇
り
高
く
嬉
し
い
こ
と
だ

と
実
感
し
ま
し
た
。
L 

I 

N 

E
公
式

ア
カ
ウ
ン
ト
の
配
信
を
は
じ
め
、
東
京

支
部
オ
リ
ジ
ナ
ル
「
大
根
坂
サ
ー
モ
ボ

ト
ル
」
の
販
売
も
開
始
し
ま
し
た
。
今

後
も
活
発
に
情
報
を
配
信
し
て
ま
い

り
ま
す
の
で
、
応
援
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。（
木
村
早
苗
）

http://suwafutaba.org/tokyo_branch/
index.html

ぜひご登録ください。

パソコンなど、大きい画面での閲覧をおすすめ
します。

■ 東京支部のLINE公式アドレス

■ 諏訪二葉高等学校東京支部サイト

■ 諏訪市の代表的なお礼の品

ふるさと 諏訪市からのご案内 
ふるさと納税で諏訪市の特産品を選んでみませんか？

お問い合わせ：諏訪市役所 地域戦略・男女共同参画課
　　　　　　　〒392-8511　諏訪市高島1-22-30　TEL:(代表)0266-52-4141内線285・287　
　　　　　　　E-Mail: furusato@city.suwa.lg.jp

編集
後記

ふるさと納税募集
サイトはこちらから

■令和6年度 東京支部代表幹事名簿2024.5.18現在
回生 氏名 回生 氏名 回生 氏名 回生 氏名 回生 氏名 回生 氏名
16 帆足　絹子 22 土屋　郁子 27 堀田みち子 32 伊坂　優子 37 杉原　佳容 42 尾崎　恵美
17 竹村さえ子 23 石上　美保 28 齊藤　玲子 33 小野　節美 38 宮坂さち子 43 後藤みどり
18 中坪　清子 24 志賀　貴江 29 内田眞理子 34 池上　敦子 39 大庭　節子 44 中村あゆみ
19 古田　保子 25 村松多寿子 30 谷口　　文 35 野尻　光子 40 木村　早苗
21 湯澤　真子 26 岡田　淳子 31 松木きよみ 36 峯島　美緒 41 津田　恵美


