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②食育って何 (食育指導士･竹田かなえさん) 
③食卓に思いを(児玉薫さん)
情報と楽しくつきあう(情報@すっきりセミナー)

∠竺誓 ご り-

皆
さ
ん
は
食
べ
ま
し
た
か
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す
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:
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･ ④食から対話を楽しもう 
:
･

:
･

:
･

:
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食育って何 ?食育指導士さんの話

1.
食箭っこ(9


畠育指導士の竹 Ejかなえ

さんからお話を伺 いま し

た｡同席した主婦 3人から

の質問や経験談を交え､賑

やかなインタビューになり

ました｡

安
で
す
｡

子
ど
も
た
ち
を

め
ぐ
る
食
環
境 

o
L
時
代
の
習
慣
か

ら
朝
食
を
作
ら
な
い
母

親
も
い
て
､

｢
ア
サ
コ

ハ
ン
っ
て
何
?
｣

と
聞

く
幼
稚
園
児
が
い
る
そ

う
で
す
｡ 
5
歳
児
に
も

高
脂
血
症
や
糖
尿
病
が

発
見
さ
れ
る
時
代
で
す
｡
子
ど
も
が
塾
通
い

を
す
る
の
が
普
通
に
な
り
､
そ
の
手
た
ち
は

塾
前
会
､
塾
後
会
を
食
べ
て
い
る
と
い
う
現

実
が
あ
り
ま
す
｡

ス
ナ
ッ
ク
菓
子
､

電
子

レ
ン
ジ
だ
け
で
食
べ
ら
れ
る
食
事
で
す
.
中

に
は
親
に
連
れ
ら
れ
て
行
っ
た
居
酒
屋
の
隅

で
食
べ
て
い
る
子
吉
い
ま
す
｡

一
方
､

｢お
祭
り
症
候
群
｣

と
い
わ
れ

て
い
ま
す
が
､

｢今
日
は
ト
ン
カ
ツ
､

今

晩
は
て
ん
ぷ
ら
､
次
の
夜
は
ハ
ン
バ
ー
グ
｣

と
ご
馳
走
の
毎
日
と
い
う
子
吉
い
ま
す
｡
こ

の
子
た
ち
が 
70
歳
に
な
っ
た
ら
ど
う
f･l6
る
か

が
心
配
で
す
｡

魚
と
い
え
ば
､

ス
ー
パ
ー

で
売
っ
て
い
る
切
り
身
し
か
知
ら
f･l6
い
子
が

魚
の
絵
を
描
け
な
い
の
は
当
然
で
す
｡

子
ど
も
が
切
れ
た
り
暴
力
を
振
る
っ
た
リ

す
る
の
は
食
物
に
も
原
因
が
あ
る
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
が
､
子

ど
JJj
た
ち
の
将
来
が
心
配

で
f･l6リ
ま
せ
ん
｡

行
事
食
､
伝
統
食
､
地
産
地
消

か
つ
て
は
行
事
食
､

伝
統
食
と
呼
べ
る

よ
う
な
食
物
が
あ
り
ま
し
た
｡

節
分
に
食 

.,<
る
大
豆
に
は
体
力
､
免
疫
力
､
治
療
力

を
増
強
す
る
植
物
性
蛋
白
が
含
ま
れ
､

い

わ
し
に
JJj
そ
れ
な
り
の
存
在
理
由
が
あ
っ
た

の
で
す
｡
お
節
句
の

｢
ひ
訟
あ
ら
れ
｣

は

お
ひ
っ
に
つ
い
た
ご
飯
を
集
め
て
お
き
､

そ
れ
を
干
し
て
作
り
ま
し
た
｡

五
月
の
節
句
に
は
力
が
つ
く
と
い
う
鯉
の

料
理
を
食
べ
ま
し
た
｡

冷
蔵
庫
が
な
い
時

代
､

地
元
で
収
穫
さ
れ
た
野
菜
を
食
べ
､

地
元
で
と
れ
た
魚
を
料
理
す
る
の
か
当
た
り

前
で
し
た
.

そ
の
地
ご
と
に
料
理
も
多
彩

で
､

生
活
の
リ
ズ
ム
に
合

っ
て

い
ま
し

た
｡
と
れ
た
て
の
野
菜
を
味
わ
い
､
地
元

の
美
味
し
い
魚
を
食
べ
る
.

そ
れ
が
地
産

地
消
で
す

な
ぜ
食
青
か

ス
ー
パ
ー

へ
行
け
ば
季
節
に
関
係
な
く
野

菜 
JJj
魚 
JJj手

に
入
り
ま
す
｡

｢
い
つ
が
旬 

●

』

ヽ

楽しく話をされる竹田さん

な
の
か
を
人
は
忘
れ
ま
し
た
｡

多
い
､

味
の
濃
い
既
製
品
の
せ
い
で
味
音

痴
に
な
っ
て
は
い
ま
せ
ん
か
｡

ト
フ
ー
ド
の
味
に
馴
ら
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

示
を
見
て
い
ま
す
か
｡

食
の
安
全
性
を
見

極
め
る
こ
と
､

食
を
選
べ
る
力
を
養
う
こ

と
､

そ
れ
が
食
青
で
す
｣

と
竹
田
さ
ん
は

お
っ
し
ゃ
い
ま
す
｡

｢食
育
指
導
士
の
私
は
､

食
に
関
心
を

持
っ
て
い
る
人
士
5
_
も
ち
ろ
ん
､

は
間
違
っ
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
る
人
に
こ

そ
市
民
セ
ン
タ
ー 

(公
民
館
)

な
ど
の
食

育
講
座
を
通
じ
て
､

食
に
つ
い
て
の
話
を

聞
い
て
頂
き
､

負
育
力
を
鼻
に
つ
け
て
頂

こ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
｡
｣ 

脂
肪
分
の

フ
ァ
ー
ス

か
｡

買
い
物
を
す
る
際
､

テ
レ
ビ
の
健
康

番
組
に
振
り
回
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
か
｡

商
品
を
選
ぶ
時
に
裏
の
原
料
や
添
加
物
の
表

私
の
食
事

(中
井
徹
) 

冒
頭
､
竹
田
さ
ん
か
ら
､

｢生
活
習
慣
病
が

増
加
し
て
い
る
現
在
､

家
庭
の
食
事
を
見
直
そ

う
と
思
っ
て
い
ま
す
｣

と
い
う
自
己
紹
介
を
兼

ね
た
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
｡

食
事
の
変
遷

戦
後
の
食
料
不
足
を
か
こ
っ
て
い
た
日
本
に
も

フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
が
出
現
し
た
り
､
外
食
産

業
が
盛
ん
に
な
る
な
ど
飽
食
の
時
代
を
迎
え
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
｡
家
庭
で

も
冷
蔵
庫
､
冷
凍

庫
の
出
現
に
よ
っ
て
調
理
法

も
大
き
く
変
化
し
て

家
庭
の
食
事
が
洋
風
化
し
､

脂
肪
の
と
り
過
ぎ

な
ど
の
弊
害

も
生
じ
て
き
ま
し
た
｡

こ
の
よ
う

な
変
化
と
同
時
に
糖
尿
病
や
ア
レ
ル

ギ
ー
性
疾
患
な
ど
の
増
加
が
憂
慮
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
｡

こ
れ
か
ら
先
､
遺
伝
子
組
み
替

え
食
品
の
影
響
は
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
､ 
10
年
後
に
は
ど
う
な
る
の
か
と
不

2 



食青に思いを

琵
琶
湖
の
風
光
明
婚
な
た
た
ず
ま
い
､

そ
の
琵
琶
湖
に
魅
せ
ら
れ
､
多
く
の
宮

人
､

文
人
た
ち
が
訪
れ
歌
を
詠
み
文
を

作
り
ま
し
た
｡

琵
琶
湖
は
古
か
ら
文
学

的
な
存
在
で
し
た 
.

ま
た
､

食
文
化
も
豊
富
な
魚
介
類
に

恵
ま
れ
､
農
産
物
と
組
み
合
わ
せ
､
知

恵
と
工
夫
で
う
ま
く
調
理
し
て
､

た
ん

ぱ
く
質
や
カ
ル
シ
ウ
ム
の
摂
取
を
日
々
の

糧
と
し
暮
ら
し
て
き
ま
し
た
｡

琵
琶
湖

の
食
文
化
は
今
で
も
各
地
で
受
け
継
が
れ

て
い
ま
す
｡

こ
の
よ
う
に
琵
琶
湖
か
ら
恩
恵
を
受
け

て
､

こ
こ
に
住
ま
い
す
る
人
の
暮
ら
し

の
な
か
で
育
て
ら
れ
て
き
ま
し
た
｡

時

代
の
移
り
変
わ
り
は
激
し
く
､

い
ろ
い

ろ
な
問
題
の
過
程
を
経
て
き
ま
し
た
｡

現
在
､
流
通
機
構
が
進
み
､
各
産
地

か
ら
多
く
の
食
材
が
行
き
交
い
､

外
国

か
ら
の
食
品
も
輸
入
さ
れ
､

食
品
が
あ

ふ
れ
る
ほ
ど
豊
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
｡

そ
し
て
消
費
者
は
そ
の
選
択
に
頭
を
悩

ま
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
｡

飽

食
の
時
代
と
い
わ
れ
､
過
食
､
加
工
食

品
､

そ
れ
に
伴
う
添
加
物
の
問
題
な

ど
'

こ
れ
ら
に
起
因
す
る
成
人
病 

(生

活
習
慣
病 
)
が

多
い
と
聞
か
さ

れ
る
と

｢食
｣

が
そ
の
す
べ
て

で
は
沿
い
に
し

て
も
や
は
り
不

安
が

あ

り
ま

す
｡い

ま
欧
米
諸
国
か
ら

心
が
持
た
れ
て
い
て
､
特
に
豆
腐
に
注
目

が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
か 
?
私
た
ち
吉

ilL

日
々
の
食
事
を
考
え
な
け
れ
ば
と
痛
感
し

て
い
ま
す
｡

有
り
余
る
金
村
の 
15か
､
何
を
､
ど
れ

大
切
さ
｣
を
話
し
合
う
の
に
絶
好
の
チ
ャ

ン
ス
で
す
｡
食
す
る
こ
と
が
い
か
に
大
切

か
を

･
｢食
は
命
｣
と
老
婆
心
か
ら
訴
え
た
い

の
で
す
｡ 

だ
け 
'
会
す
こ
と
が
よ
い
の
か
見
直
し
て

み
た
い
も
の
で
す
｡

現
在
､
家
庭
で
は

一
家
だ
ん
ら
ん
で
食

を
楽
し
む
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
き
て
い

る
と
聞
き
ま
す
｡
親
子
の
ふ
れ
あ
い
は
会

卓
に
あ
る
の
で
す
｡
食
物
に
対
し
て

｢感

謝
｣
と
自
分
の
身
体
を
構
成
す
る

｢食
の

｡

(児
玉

薫
) ｢日

本
食
｣
に
関

食
卓
に
思
い
を
児
玉

薫
さ
ん

報 ｢第 4匝ほちあるきと情報の集め万｣ 3月 18日 (日) 草津宿街道交流舘にて

デジカメ片手に本陣界隈を GO! 昭和のにおいがする商店 ･陶器が埋め込まれた門柱 ･丸型

つ ポスト･三つの顔のお地蔵様 ･田角と丸のカーブミラー ･ ｡ まちを歩くと?や ! 

. F イン9 Fn L < つ 貴 志 nl ～ -ネットを屯つi(怯 節 々 _

I-
I_


I
{
 の情報がいっぱい｡

インターネットでほしい情幸酎こたどり着くまでの検索方法について､

◎ ･インターネットだけでなく､図書館 ･博物館 ･ :

り ･インターネットの情報はすべてが正しいわけではない

資料館L iどにも行ってみて､司書や職員に闇 

t2 いてみるとよいO (話すことも大事) 
_. ･いつでもどこでもほしいときに情報が得られ､また情報を発信することもできるが､インター

ここ ネットの世界にもルールがある.体験しながらルールを身につけていこう｡などを学びました｡

チ

｢第 5回情報整理と発信｣ 3月 25日 (臼) 草津市立まちづくりセンターにて

前回撮影した 48枚の写真を元に①子どもに伝える(参大人 (観光を含む)に伝える(∋ふしぎ発

見の 3つのブル-プに分かれて地園をつくるウ-クショップです｡対象やテーマが違うと､伝え

方も違い 3つの個性あふれる地図ができました｡ ｢住んでいる人も物引耐直があり､目に見えな

い地域の記憶も重要な価値がある｡ 日本の文化はすべて同じでは貴く､豊か貴地域の文化を知

り､子どもたちに伝えていってほしい｡今ある姿を記録して､将来のまちづくりにつなげていっ

てください｡｣というお話や､ ｢インターネットを自分の忘備録として利用する方法がある｡旅

した記録 ･思ったことL : (iどいろいろ記録し､集めたものをカテゴリに分類し､ 他人に見ても

らうために) ブラッシュアップして発信する｡その際には､相手を不快にするものや特定する

もの､文章の引用L : じ :iビル-)ゃマナ-に気をつけること｣ l iどの講義を受けました｡ 
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食から対話を楽 しもう

売
り
手
と
買
い
手
の

信
頼
関
係

食
か
ら
対
話
を
楽
し
も
う

オ
ス
･
メ
ス 
?

こ
の
春
､
小
学
生
に
な
っ
た
長
男
が
､
食

卓
の
お
刺
身
を
指
差
し

｢オ
ス 
?
メ
ス 
?
｣

と
聞
い
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
｡
そ
れ

こ
そ

｢ギ
ョ
ッ
｣
と
な
り 
aL15が
lil
｢お
刺

身
だ
か
ら
分
か
ら
な
い 
aL15あ
｣
と
あ
い
ま
い

沿
返
事
を
す
る
と
長
男
は

｢ふ
〜
ん
｣
｡

妻
の
話
で
は 
'

(
る
こ

長
男
は
図
鑑
で
調 
,

と
に
凝
っ
て
い
る
ら
し
く 
'
雌
雄
の
見
分
け

方
を
調
べ
た
か
っ
た
よ
う
で
す
｡
も
っ
と
小

さ
な
と
き
に
は
､

桃
太
郎
の

｢
き
び
だ
ん

ご
｣
を
食
べ
た
い
と
言
い
出
し
た
こ
と
も
｡

考
え
れ
ば
食
べ
た
こ
と
も
見
た
こ
と
さ
え
あ

り
ま
せ
ん
｡

妻
が
子
ど
も

の
期
待
に
応
え

よ
う
と
チ
ャ
レ

ン
ジ
す
る
も
､

キ
ビ
が
な
か 
aL15

か
売
っ
て
い
ま

せ
ん
｡
見
た
こ

と
tLj沿
い
わ
け

だ
か
ら
作
り
方

宅
わ
か
ら
ず 
'
何
と
な
く

｢
き
び
だ
ん
ご 
-

も
ど
き
｣
の
よ
う
な
も
の
を
作
る
と 
'
長
男

は
思
っ
て
い
た
ほ
ど
美
味
し
く
な
か
っ
た
の

か
､
そ
れ
と
も
鬼
を
倒
す
ほ
ど
の
力
が
わ
い

て
こ
な
か
っ
た
の
か 
'

や
っ
ぱ
り

｢ふ
〜

ん
｣旬

の
も
の
を
旬
の
時
期
に
食
す

E ln
回
の
取
材
な
ど
で
行
事
食
や
郷
土

さ
て 
(

食
､
保
存
食
と
い
っ
た
伝
統
食
の
話
を
聞
く

と
､ 

つ
ひ
と
つ
に
意
味
が
あ
り
へ

そ
の

｢

aL
つ
た
｣
考
え
方
や
調
理
法
か
ら

理
に
か 
15

は
､
自
然
と
対
話
し
､
そ
の
風
土
を
知
り
尽

く
し
､
食
を
も
っ
と
身
近
に
感
じ
て
い
た
先

人
た
ち
の
知
恵
と
努
力
が
う
か
が
え
ま
す
｡

日
本
人
が
持
っ
て
い
た

｢旬
の
も
の
を
旬


の
時
期
に
会
す
｣

と
い
う
素
晴
ら
し
い
風


習
｡
そ
れ
は
保
存
や
流
通
の
シ
ス
テ
ム
が 
(lフ


ほ
ど
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
必
要
だ
っ


た

｢暮
ら
し
の
知
恵
｣
な
の
か
も
知
れ
ま
せ


ん
｡
そ
の
知
恵
や
知
識
を
支
え
､
後
世
に
伝


え
る
た
め
の
対
義
も
し
っ
か
り
と
そ
こ
に
存
在

し
て
い
ま
し
た
｡
今
､
若
い
世
代
を
中
心
に

こ
の

｢食
を
支
え
る
た
め
の
対
話
｣
が
少
な

く
な
り
つ
つ
あ
る
の
か
心
配
で
す
｡

例
え
ば
買
い
物
｡

多
く

の
人
た
ち
が
ス
ー
パ
ー
や
コ
ン
ビ
二
で
食
材

や
惣
菜
を
貰
い
ま
す 
.

ス
ー
パ
ー
で
は

｢
よ
り
便
利
に
､
よ
り
安
く
｣
を
使
命
に

過
酷
な 15競
争
と
努
力
で
､

私
た
ち
消
費
者

に
と
っ
て
は
本
当
に
便
利
沿
時
代
と
怠
り
ま

し
た
｡

そ
の
代
償
と
し
て
対
話
を
楽
し
む

こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
気
が
し
て
な
り
ま
せ

ん
｡魚

は
魚
屋
で
､

野
菜
は
八
百
屋
や
農
家

か
ら
買
う
時
代
､

そ
こ
に
は
そ
の
道
の
プ

ロ
が
い
て
､
常
に

｢旬
｣
を
知
る
季
節
感

と
'

そ
れ
を
会
す
た
め
の
対
話
が
あ
り
ま

し
た
｡｢

お
客
さ
ん
､

今
日
は
こ
れ
が
オ
ス
ス

メ
だ
よ
｡

こ
の
時
期
な
ら 
○
○
で
食
べ
る

の
か

一
番
｣

今
'
も
っ
と
も

｢旬
｣
の
食
材
を

一
番

美
味
し 

食
べ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
プ

ロ
､

プ
ロ
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
食
卓
に
並
ぶ

旬
の
良
材
､

そ
れ
は
売
り
手
と
買
い
手
の

信
頼
関
係
が
あ
っ
て
こ
そ
｡

y

ま
た
IJ
の
対
話
は
家
庭
や
地
域
の
中
に
も

あ
り
ま
し
た
｡

祖
母
､

祖
父
か
ら
父
母

へ
､

そ
し
て
子
ど
も
た
ち
へ

｢
家
庭
の

昧
｣
は
引
き
継
が
れ
て
､
時
に
は
近
所
同
士

で
の
お
裾
分
け
や
地
域
み
ん
な
で
行
う
行

事
､
そ
の
中
で
行
わ
れ
る
対
話
は
､
味
や
調

理
法
だ
け
で
な
く
､
家
族
や
地
域
の
辞
を
強

く
す
る
た
め
に
必
要
な 15も
の
で
し
た 
.

肩
ひ
じ
は
ら
ず
対
話
か
ら 

2
年
前
の
畠
育
基
本
法
の
制
定
以
来
､

｢食
胃
｣
と
い
う
言
葉
が
大
変
身
近
な
と
こ

ろ
で
さ
さ
や
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡

地
産
地
消

･
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ 
-

･
フ
ー

ド
マ
イ
レ
ー
ジ 
-
云
々
､

｢食
育
｣
を
進
め

る
た
め
の
意
識
や
知
識
､
行
動
は
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
が
､
ま
す
は
肩
ひ
じ
は
ら
す
対
話

か
ら
始
め
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

今
日
の
晩
ご
飯
､
何
で
す
か 
?

は
て
さ
て
､
我
が
家
の
長
男
の
話
に
戻
る

と
､
母
が
入
学
の
お
祝
い
に
赤
飯
を
届
け
て

く
れ
た
と
き
､

｢ど
う
し
て
赤
飯
を
食
べ
る

の
?
き
な
粉
も
ろ
が
食
べ
た
い
｡
｣
と
の
長

男
の
言
葉
に
､

｢お
祝
い
だ
か
ら
赤
飯
を
食

べ
る
の
｣
と
し
か
応
え
ら
れ 
aL15い
自
分 
O
長

男
は
や
っ
ぱ
り

｢ふ
〜
ん
｣
と
い
っ
て
向
こ

う
の
部
屋
へ
｡
我
が
家
の
食
胃
の
道
､
ま
だ

ま
だ
遠
そ
う
で
す
｡
子
ど
も
た
ち
と

一
緒
に

私
た
ち
吉
学
ん
で
い
き
ま

し
ょ
う
｡ (茶

木
修

こ 
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丹
上
の
宴
に
色
を
添
え
て
い
ま
す
｡

平
忠

度
が
都
落
ち
の
時
に
書
き
残
し
た
和
歌
､

｢さ
ざ
波
や
志
賀
の
郡

は
あ
れ
に
L
を
昔
な

が
ら
の
山
桜
か
な
｣

に
あ
る
華
麗
で
清
楚

な
桜
は
も
う
咲
い
て

い
な
いの
で
す
｡

人
々
が
惜
し
ん
で

い
るの
は
花
鳥
風
月
で

す
が
､

芭
蕉
は
ま

た
句
作
の

旅
に
出
か
け

ます｡
口


は出さG.i)くと
に

も､
丹人達

は辛い惜別の

思いを深めて

いた
こと
で

しょう｡
 

俳句散歩 ｢春｣

俳句散歩 ｢春｣

私たちは､春と桜を同意語のように扱い､うららかで華や

いだ印象を持っています｡しかし考えて見れば､春は人事異

動や入学で､悲喜こtご吉別れの季節でもあります｡

今回は､松尾芭蕉の "行く春"二句を楽しんでみましょ

う｡ (解説 橋詰辰夫)

行
暮
を

近
江

の
人
と

お
し
み
け
る

芭

蕉

我
々
､

滋
賀
県
人
は
桜
も
終
わ
り
頃
に

な
る
と
､

こ
の
tB]

句
を
思
い
浮
(

蕉
の

か
,,

ま
す
｡

記
録

に
よ
れ
ば
､
堅
田
に
舟
を
浮

か
べ
て
春
を
憎
し

ん
だ
と
あ
り
ま
す
｡

大

津
近
隣
の
弟
子
達
が

舟
を
出
し
て
芭
蕉
を
慰

労
し
た
の
で
す
｡

浮
御
堂
近
辺
の
桜
は
葉
桜
と
な
り
､

遠

く
に
霞
む
叡
山
や
比
良
の
山
裾
に
咲
き
残
る

薄
紅
色
の
山
桜
や
白
い
コ
ブ
シ
の
花
が
､

行
春

や

な
みだ

島
崎
き
魚
の

目
は
渦

芭

蕉

サ
ッ
カ
ー
の
中
Efj英
寿
さ
ん
が
､


｢人
生
と
は
旅
で
あ
り
､
旅
と
は
人
生


で
あ
る
｣
と
言
っ
て
引
退
し
た
の
を
､


皆
さ
ん
も
記
憶
さ
れ
て
い
る
こ
と
で


し
ょ
う
.
き
っ
と
英
さ
ん
の
脳
裏
を
か


す
め
た
の
は
､

｢月
日
は
百
代
の
過
害


に
し
て
､
行
き
か
う
年
も
ま
た
旅
人
怠


り
､

･

･
｣

で
始
ま
る
､

か
の


有
名
(
芭
蕉
の
紀
行
文

奥
の
細
道
｣


.15

｢

で
し
ょ
う
｡

そ
の

｢奥
の
細
道
｣

の

i

序
文
に
続
い
て
､
こ
の
句
が
置
か

れ
て
い
ま
す
｡

今
は
､
近
く
は
車
､
国
内
は
新

幹
線
､
海
外
に
は
飛
行
機
で
と
老

若
男
女
が
簡
単
に
旅
に
出
か
け
ら

れ
ま
す
｡
し
か
し
､
芭
蕉
が
旅
し

た
時
代
に
は
殿
様
や
皇
族
で
な
い

限
り
､
す
べ
て
自
分
の
足
で
歩
か

な
く
て
は
怠
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡

ま
し
て
､
陸
奥 

(み
ち
の
く
)
か

ら
越
後
､

北
陸
と
な
れ
ば
､

道
中
に
は
､

け
も
の
や
盗
賊

ま
た
病
気
も
あ
り
､

命
が
け

の
旅
で
し
た
｡

命
を
か
け
て

俳
句
の
た
め
に
旅
に
出
る
芭

蕉
を
見
て
､
烏
は
瞬
き
､
魚

の
目
は
洞
で
潤
ん
だ
と
い
う

の
で
す
｡
も
ち
ろ
ん
､
出
立

に
際
し
て

は
弟
子
や
知
人
が

見
送
っ
た
の
で
す
が
､

芭
蕉

は
､

自
分
を
第
三
者
の
よ
う

に
冷
静
に
眺
め
て
､

行
く
春

を
読
み
き
っ
て
い
ま
す
｡

い

や
ぁ
､

芭
蕉
は
や
は
り
偉
人

で
す
｡
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鮒ずし切 り神事 (下寺) 

J13な
下寺の鮒ずし切り神事 ･････--･･

草津市北部の下寺町に入ると冬田が続き､賑やさえす
か貴雀の僻リガ聞こえてきた.めざす天神社は竹

林の中にあった｡下寺町には下寺 ･津田江という

二つの地区があり､そのどちらにも古くから鮒ず

し切りの神事があり､今日まで守り継がれてき

た｡

草津市に残るこの貴重貴神事は毎年 1月 9Ejに

行われている｡天神社の起源 ･由来は不詳だが､

菅原道真公が和られている｡小さな境内は静矧こ 
rミら

包まれ､両のような本殿が置かれ､人がやっと通

れる程の門があり､低い塀がまわりを囲んでい

た｡空は晴れていたが寒気の凍みる冬の午後､鮒

ずし切りの神事が始められた｡

神事に必要な品が次々と運ばれて来て､大鍋 ･

お盆 ･汁椀 ･お酒 ･むしろなどと共に大き7まま沿

板にのった鮒す Lが境内に入ると､見物の人たち

の熱い視線が集中し人々の動きも活気づいてき

た｡ 本殿にお酒 ･米が供えられ､その前に鮒ず 

Lも並ぶと､接待用の楽屋が作られ､正面の土の

上にむしろが敷かれて着々と準備が整っていっ

た｡

神事を行うのはすべて男性ばかりで､羽織を着

た六人の長老が正座すると､神前から下げられた

お酒が配られ､お膳も運ばれる｡本殿と向き合う

位置のむしろに鮒すしか置かれて､注目の鮒ずL

に包丁を入れる儀式が始められる｡

まな板には長い金箸で刑を押さえ､包丁で頭 ･

尾 ･ひれを切り取り､身は三つに切り分ける｡給

仕役が鮒ず Lを楽屋でさらに小さく切り分け､長

イラスト 中井徹 ･

老たちの膳の上に配る｡黄色い鮒の卵が薄い冬の

日ざしの中に浮かび上がり今昔の思いが胸にこみ

上げてくる.膳には大根 ･川えび ･味噌汁があり､

今年の施主 (当番)が手作りした竹箸が添えられ

ていた.施主に怠ると神事の費用､準備を全て受

け持つ慣わしに7よっている.

最長老は一番ジョつといい､神事の正しい進行

を見守る役目を果たしている｡氏子以外の見物客

にも鮒す Lや昧0曽汁がふるまわれた｡冷えきった
体に温かい味噌汁がじわりと広がり､この地区の

暖か良 心に触れた思いがした.長老たちは神事を

行いながらもまわりに声をかけて鮒ず Lをすすめ

てくれ､見物する人々をも伝統ある神事に気軽に

迎え入れてくれるのだった｡

滋賀の伝統食である鮒ずLも､今日の神事もい


つまで守り続けられるのだろうか｡しかし､そん


な危'IBを感じさせ7
L よい気概をこの地区の人々は

持っているO下寺に暮らす人々の梓は固く結ばれ

ていて､歳を重ねた人たちが次の世代を育ててい

くという生活文化が下寺には根付き､しっかりと

受け継がれている｡鮒ずLを切る氏子に向けられ

ていた長老たちのまなざしの暖かさを私は忘れ7よ

いと思う｡

静やかに 鮒ずし神事 すすみゆく

居並ぶ古老の 貴べてよき顔 

(植野美砂子) 
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琵琶湖を食す (漁師さんの話)

きき琶湖を合 す (琵副 の漁師軌 を批 て)

食べることは､生きることの基本であって､ ｢負｣を通して学Iぶ食青を基礎に知育､

徳育及び体育が成り立つと､平成 17年に成立した食育基本法には書かれていますO

人それぞれに､好き嫌いはあって宅､食べるこ

とが嫌いな人は､多分いないでしょう｡

寒中とは思えない暖かい 1月25Ejの午後､我々

は琵琶湖の ｢食｣ について取材すべく､ 守山市

の漁港に戸出直弘さんを訪ねました｡戸田さんは

守山で､生まれ育ち､親子 3代にわたって琵琶湖

の魚を獲ってこられた､琵琶湖の漁師さんです｡

最近､ ｢わたし琵琶湖の漁師です｣ (注)という

本を書かれたり､各種学術会議などで発言された

りと大活躍されています｡

自己紹介が済むと､すぐ紹介されたのは自分で

漬けた ｢ナレ寿司｣ でした｡ 琵琶湖で泳いでい

たフナとハスをご自身が獲り､漬けたものですO

食いしん坊が多い我々は､この絶品のナL /寿司

を賞味しなから､琵琶湖に関係する食べ物や琵琶

湖に生息する魚､漁法､ブラックバスなど外来魚

の問題また水環境問題と､面白くて意義深いお話

を沢山聞かせていただきました｡

琵琶湖の食べ物と言えば∴まず挙げられるのか

フナ寿司ですが､ 戸E fjさんはフナやハス以外に

も､カマツカ､オイカウ､ウブイ､モロコ､ワ

カサギなどをナ L /寿司にして､売るためではなく

自家消費と知人への贈り物や､来害への最高の持

て成しとして用いているそうです｡

tちろん一番美味いのは､琵琶湖特産の子持ち

ニゴロブナで作ったフナ寿司ですが､獲れた魚の

命をいただくという感謝の気持ちを込めて､いろ

いろな魚も利用しているとのことです.

最近は､ニゴロブナの漁獲量が減り､県外や園

外のフナも利用され

ているが､琵琶湖で

泳いでいた魚を､地

元で漬けてこそのフ

ナ寿司だと力説され

ます｡

約 1700年前の弥生

時代の遺跡からもナL /寿司の存在を思わせる､ 熱帯

ジャポニカ米とフナの化石が出土している｡このよう

なフナ寿司だからこそ､後世に伝えなくてはならない

近江の食文化なのでしょう｡そのためには､ブラッ

クバスのような外来魚のいない､きれいで魚が沢山獲

れる琵琶湖を取り戻さなくてほならないと言われま

す｡

現在､琵琶湖全体で年間 400トン以上の外来魚を駆

除しているが､売ったリ畠へたりしない魚を捕獲する

のは､漁師として情けなく辛い｡直接声は聞けなく

とも､獲った魚を買って食べてくれる人が､ ｢美味

しい｣と言ってくれることが漁師の生きがいだと､

おっしゃいますO

ナ L / Tンモロコ､ ワカサ寿司以外にも､ アユ､ 7 i


ギ､ ビワマス､またエビや雑魚の料理が美味しい｡


ことに､ 7-8日のビワマスの造りは最高に美味し
い07 rンモロコの素焼きや半透明でヒウオと呼ばれるl

コアユの稚魚の煮物も美味湖魚料理の代表だそうで

す｡

最後に､ある知人の著書から次のような一節を読ん

で聞かせてくれました｡ ｢漁師が減ったから琵琶湖が

汚れてしまった｡琵琶湖をきれいにする最も確実な方

法は､漁師の数を増やすこと｡

-中略 -

我々が､外囲産のエビや魚に替え､琵琶湖のエビ

や貝や魚をもっと負へれば､漁業が盛んになり漁師が

増え琵琶湖が活き返って来る｣｡戸EBさんは ｢わた

しは､最後まで漁師で生きていきます｣と言ってイ

ンタビューを閉め括った｡

いやあ !彼は全く本当の漁師さん貴んですね｡小生

は､あのイケメンの戸E f]さんが語った数々の言葉と､

賞味した絶品ナL /寿司の味を反恕しながら､折からの

夕日に照らされて輝く近江の母なる琵琶湖をもっと大

事にしなければと再認識しなから帰路に付きました｡ 

(橋詰辰夫)

注 :光文社新書 ｢わたし琵琶湖の漁師です｣


戸田直弘著
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草津とふれるエッセイー旧草津川

きました｡白鳳時代の寺院のあったとこ

ろとされ､十数個の礎石､大きな石造露 草津ホンモロコの復活に期待!
盤などが残されています｡こちらでは聖

徳太子伝説が語られ､物部氏との戦で逃
-草津而ホンモロコ養殖調査研究会から最終報告-

れてきた聖徳太子をかくまった穴に菜の

花が咲き､ 難を逃れたといわれていま
琵琶湖の固有種である7ンモロコO

この7ンモロコが外来魚の進入などに
すO聖徳太子をまつった太子堂は､今石

よる激減と､減反政策による休耕田の
下物の長老 10人がお守りをしています｡

増加から草津市では休耕EBを活用した

今回歩いた芦浦周辺は歴史吉一段と古
養殖実験や市場調査､販売戦略の研究

く､回りきれないくらいの文化財や史跡

Ti

Ti

ホンモロコ養殖に着目し 年前から､3

Tiを重ね､ この度､ 草津而7ンモロコ
が多いところでした｡琵琶湖を近くに感

養殖調査研究会から最終報告が出されました｡
じながら時が刻まれ､この地ならではの

伝統を受け継がれていること吉数多くあ
tr報告では7ンモロコの食文化が人々の記憶に残っているこ

ることを知りました｡草津駅周辺の開発
とや､ホンモロコの知名度が増加傾向にあるなど､市民の

が進むなか､できるだけ当時の草津の面
期待と関心の高さ吉伺えます｡

影を残すことを願わずにいられない散策
私たちが失いかけた琵琶湖の峠と文化､市民の手でよみ

でした｡ (荒川茂美)
がえるEjが待ちどおしいですね.

佃


秀
夫 

5
月
､ 

旧EEj植
え
が
終
わ
り
､

革
津
川


夏
休
み
に
は
､

毎
日
､

琵
琶
湖
へ
泳
ぎ
に
行
っ

た
｡
比
叡
山
を
息
が
め
泳
ぐ
の
は
気
持
ち
が
良
い
｡

田
舟
に
乗
っ
て
沖
へ
出
て
､
紬
先
か
ら
と
び
込
み
､ 

tD
ぐ
っ
て
､
貝
を
採
る
o
休
憩
の
時
に
は
､
畑
か

ら
採
っ
て
き
た
ス
イ
カ
を
冷
や
し
て
食
べ
､
満
腹
に

な
る
と
､

苧
津
川
を
歩
い
て
帰
る
が
､

そ
の
時
t
jL

裸
足
で
砂
を
踏
み
な
が
ら
魚
を
取
る
｡
お
や
つ
は

､

畑
か
ら
採
っ
て
き
た
ト
マ
ト
で
あ
る
｡

夕
方
､

ド
ジ
ョ
ウ
を
餌
に
､

流
し
針
を
仕
掛
け

に
行
く
.

20
本
の
竿
を 
(
晩
つ
け
､

夜
明
け
前
に

上
げ
に
行
く
時
ほ
ど
､
心
が
う
き
う
き
す
る
t
j
の
は

な
い
｡
大
き
な
ウ
ナ
ギ
は
ヨ
シ
や
マ
コ
モ
に

巻
き
っ

い
て
い
る
｡

蒲
焼
に
し
て
食
べ
る
が
､

そ
の
味
は

抜
群
で
､
中
学
生
の
頃
が
な
つ
か
し
い
｡

旧
草
津
川
沿
い
の
サ
イ
ク
リ
ン
グ
ロ
ー
ド
を
琵
琶

湖
ま
で
歩
く
｡

新
華

㍉ 

∴
二

二
㌧
一

な
く
安
心
で
あ
る
が

､

水
の
な
い
川
は
淋
し

水
の
流
れ
な
い

旧
華
津
川
の
跡
地
の
整

備
が
問
題
に
な
っ
て
い

L

い
o

る
が
､

自
然
を
残
し

た
公
園
に
し
て
ほ
し
い

も
の
で
あ
る
｡ 

2
0
0
4
年
6
月 

圏


雨
季
に
な
っ
て
､

大
雨
が
降
る

と
､

苧
津
川
が
増
水
す
る
｡

章

津
川
は
天
井
川
で
､
堤
防
が
決
壊
す
る
と
､
道
が

川
に
な
り
､

家
の
中
ま
で
浸
水
す
る
こ
と
tP
あ
っ

た
｡
琵
琶
湖
の
水
位
が
上
る
と
､
田
ん
ぼ
は
水
浸

し
に
な
り
､

植
え
た
苗
が
沈
ん
で
見
え
な
く
な
る

が
､

水
位
が
下
っ
て
苗
が
少
し
見
え
る
よ
う
に
L･i

る
と
､

魚
の

｢
り
タ
カ
｣

が
食
べ
る
の
で
､

植

え
直
す
手
間
が
大
変
で
あ
っ
た
｡

詫
琶
湖
の
入
り
江
へ
上
っ
た
魚
が
た
く
さ
ん
い
る

時
に
は
手
で
取
れ
､

二
T
lロ
フ
ナ
の
メ
ス
は
琵
琶

湖
名
産
の
鮒
鮎
に
な
る
｡

章
津
川
の
水
が
少
な
く

な
る
と
､

夜
明
け
に
川
に
上
っ
た
魚
が
湖
へ
戻
る

の
で
､
ま
ち
網
で
受
け
て
獲
る
｡
朝
早
く
起
き
て

華
津
川
に
網
を
持
っ
て
行
き
､

一
度
に
大
き
い
鯉

が
3
匹
吉
取
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
､

病
み
付
き
に

な

っ
た
ガ
､

朝
､

星
'

晩
と
t
jお
か
ず
が
魚
す

L

く
め
な
の
に
吉
を
上
げ
た
｡

中
学
生
の
頃
に
は
､

反
達
と
華
津
川
へ
魚
を
つ

か
み
に
行
っ
た
｡

手
で
水
の
残
っ
て
い
る
草
む
ら

に
い
る
魚
を
つ
か
む
.

琵
琶
湖
に
い
る
ギ
ギ
や
モ 

O
r
l､

ハ
エ
､

オ
イ
カ
ウ
､

ア
ユ
な
ど
が
取
れ

る
｡
水
が
き
れ
い
に
な
る
と
､
鯉
に
似
た
マ
ジ
カ

が
上
っ
て
く
る
が
､
白
身
で
､
生
臭
く
貴
く
､
刺

し
身
に
し
て
会
へ
る
と
美
味
し
い
｡

こ
の
時
食
べ

た
赤
く
な
っ
た
山
い
ち
ご
は
甘
く
て
お
い
し
か
っ

た
｡
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ゆっくり草津 街道物語 ｢芦浦道｣

･ ;i ≡

抜けるような青空の下､編集ボランティア 9名は

芦浦町の芦浦観音寺をスタートして､志那道を歩い
てみました｡

『琵琶湖の水運を制するものは天下を制する』

といわれた､ 海上交通を掌握する ｢湖水船奉

行｣の仕事をしていた芦浦観音寺は､天台宗の

寺院です｡.芦浦観音寺は用明年間 (585-587

午)聖徳太子開基､秦河勝創建と伝えられてい

ますO戦園から江戸時代にかけては 8代覧珍､ 

9代詮舜､ 10代朝賢と信長､ 秀吉､ 家康ゆか

りの三傑僧といわれ､全盛期となりましたが､ 

5代将軍綱吉のときに船奉行を解任されました｡

一般公開は春と秋で中に入ることはできません

でしたが､ 11000m2の敷地には､国の重要文化

財である阿弥陀望 ･書院があり､観音寺文書は

信長からの手紙 ･朱印状 ･天海の文書Liどが県:

の文化財に指定されていることから､歴史の上

から芦浦観音寺が重要l:役割を果たしていたことi

が伺われます｡

京都や奈良まで行かL:1くても､琵琶湖のふt

とで春夏秋冬､四季折々の芦浦観音寺を拝観で

きるよう､西川住職は30代にこのお寺で法灯さ

れています｡

芦涌観音寺の向かいには安国寺跡があります｡

足利尊氏が南北朝の戦いの犠牲者を弔うために建

てたと伝えられていますO今は小さL:1お堂と赤

い前掛けをつけ

た石仏が並ん

で い る だ け

で､ 静かl:1時

間の流れが感

じられるばか

りです｡

浜街道を走

ると片岡と芦

浦の間から赤い鳥居が見える神社が ｢ElI岐志呂神社｣

です｡昭和40年に再建された鳥居の隣には約 7Km

の志那道があり､守LJJの今宿へ､大門 ･金森へと続

き鎌倉街道へ伸びています｡

うっそうとした森の中に三間流造の而文化財に指定

された本殿があり､大和三輪神社から勧請されたとす

る大国主命 ･国常立命がまつられています｡境内の

木々の中には/｣＼賀声木があり､亜女さんの鈴のように
たくさん実がつくことから御玉招とも呼ばれたりしま

す｡ 2月ごろに甘い香りの白いちいさL:1花が咲きま

す｡

再び浜街道を琵琶湖方面にわたり､道標を確認しな

がら集落の路地へと進みます.水路沿いを歩いている

と水の量や流れから琵琶湖が近いことが感じられま

す.片岡は明治時代､自由民権運動が盛ん71地で､:

土佐から植木枝盛を招き講演会が行われました｡片岡

地蔵堂は住宅の中の一角にあり､たくさんのお地蔵さ

んに囲まれてお堂が建っています.境内は白 ･ピン

ク ･紫と邑とりどりの花を咲かせる藤棚tあります｡

このあたりでは毎年地蔵盆に､小さい子ど看たちが

各家庭からお地蔵さんにお供えをする花をいただいて

匝リます｡その花を長老たちが生けるのだそうです｡

行事を通じて子ど∈

たちと大人の役割が

受け継がれて いるこ

とに歴史の温かさを

感じます｡

下寺観音堂を眺め

ながら花摘寺跡へ毒 
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動植物から学んで素敵なヒトになろう !

㊥魔 海戦や駈㊥魔 海戦や¢
第 lO◎

動植物から学んで
新春雑感

素敵なヒトになろう .
文･絵 矢原功 

I

1月も半ばだというのに､日中の陽射しが暖かい.

この季節､庭ではナンテンやマンリヨウの赤い実が

美しい｡ カラタチバナの艶やかな真っ赤沿実も美し

いが､ ヒヨドリによくヨ且われる｡

マンリヨウ (万両)､ センリョウ (千両) に合

わせて､カラタチバナを百両､T7ブコウジを十両､

アリドオシを-両と言って､苗から身近沿赤い実を

楽しんできたのほほほえましい｡実の数によるよう

だ｡アリドオシの名の由来は､そのトゲがアリをも

貫き通すということらしいが､千両､万両有りどお

し (いつもある)との語呂合わせで､めでたい仲間

入りである｡

七草粥を食べられた方もおられることでしょう｡

食べ物に季節感が減った昨与だが､昔ならば青野粟

の少沿い季節に自然の旬の贈り物として楽しみ味わっ

た生活の知恵でしょうか｡その気にTiれば､まだま

だ､近くで手に入るのか嬉しい｡

正月明けから家族の群や命の大切さを教えられる

ニュースが多かったo

久しISリにフリッシュ KrvnFJCT (alo rSh :動物学

者､ノーベル医学生理学賞を受賞)のミツパテの本

を読んだが､考えさせられることが多かったのでご

紹介したい｡発見に至る実験と観察の記録は実に素

晴らしく､シートンの動物記tそうだが､読みなが

らにして少年時代の自分を重ねて陶酔する｡

ミツパテは女王バチを中心とした代表的Ti社会性昆

虫であり､役割分担がしっかりしている｡働きパテ

は一生のうち､前半は育児 ･清掃などの巣内作業に

つき､やがて門番となり､蜜集めに加わるようにな

る｡ 彼らはたくさんのコミュニケーション手段を

持っており､巣に帰った偵察パテが蜜のあった場所

の方角や距離までを吉 ｢収穫ダンス｣によって仲間

に情報伝達することはあまりにも有名である｡ ダン

スを始めると､周りの仲間も興奮し､ダンサ1 =触

覚で触れることで蜜の香りまで覚えるという｡ ま

た､彼らは変温動物であるが､巣の中の温度を集団

の力で見事に制御するワザも持っている｡

そんな働きパテを 1匹だけ捕まえて飼えばどう 

7よるだろう｡自然状態での寿命が30日はあるのに

対し､生きるための環境条件を万全に整えて看､ 

1匹飼いでは数日しか生きないらしい.まさに孤

独感に苛まれた死としか思えないのである.

知能が高度に発達した人類 (と思っているだけ

かt知れ7aいが)も､コミュニケーションの大切:

さに関しては､小さな昆虫や動物の親子の行動か

ら教えられることが多く､それによって､ヒトは

もっと優しく､自分の心も豊かに怠れるものであ

る｡ 

2007年問題はプラス思考でありたい｡定年退職

すれば､ 自分の世界であった職場の仲間から離

れ､仕事もなくなることが孤独感や引きこもりの

誘因と怠るだろう｡ところが､-人でやれること

だって世の中に溢れており､ 多くの人がそれを

待っているのであるO長年､仕事や趣味で培って

きた経験は宝物であり､それを地域に生かすこと

で､自らも生きがいや充実感を得ることになる｡

さらに､ その宝物をお互いに共有することは､

即､ ｢生涯学習｣であり､力強い ｢まちづくり｣

や ｢地域福祉｣ の基盤になると確信している.

｢コミュニケーション｣は享年もキーワードにな

りそうである｡ 

i.:J
,･･
 

10
 



ひとまちキラリ☆活動レポー ト

一一■L｣JL

叫 と 手 弓 手与り ヽ

一■■ -

草津でホウ/Lを楽しむ会 活動報告 会 

(平成 18年度採択団体)

平成 19年2月3日 (土)､ 地域の方々に呼び掛け､ まちづくりセンターにて本会の ｢活動報

告会 -7i - ｢Tタルの生態､Tタルの飛び女うまちを目指して ｣ を開催しました.専門家の立場から 7t

環境｣ について､ 7Tタ)の保全活動を実践している立場から ｢地域での活動｣ についてのお話､t し

地域での活動事例の報告と､ 豊富な内容で行いました. 多くの方々のご参加を頂き､ 講師の先生

方の分かりやすい熱のこもったお話に熱心に耳を傾ける姿を拝見し､ 7T夕)'への関心の高さと､ 7Ti L i

ラ)L'を呼び戻したいとの想いを共有することが出来たので.iと感じました｡アンケートの回答から､

多くの活動に対する期待と励ましの言葉をいただき､ また7Ttタルについての色々な思い出話をいた

だきました｡ この報告会で得られた地域の皆様のご意見､ご期待に答え､地域の方々と楽しく ｢7R

タルの飛び交うまちを目指して｣ 活動を進めて行きたいと改めて決意しました｡ (鈴木道弘) 

[
WGC ヨシ刈 ( 8年度採択団体) ジ工ネレイト ･ウラフ,～ . り 平成 1 ノ~ス .ウインド

今年の 1月2 ( .GC主催で草津7日 土)､ NW..

市下物町に残された∃=J原のヨシXl｣リガ行われま

した｡ びわ湖のヨシLiいろいろな生き物のすみ

かとなったリ､ びわ湖の水をきれいにす引動き

もしています｡ 滋賀県では古くから冬期にヨシ

を刈り取ることによって､ 毎年健全なヨシ原を

守ってきました｡

近寄らないと分からないヨシの高さを見上げな

がら､ またヨシの硬さを実感しながら刈りまし

た｡ ヨシ原は実は地面があるようLiないような:

感じで何度かズボっとひざまではまりながら､

時には両足がひざまではまって自分では抜けられ

なくなりながら｡ 中には腰まではまってしまっ

た人もおられたようです｡ 刈り取ったあとlま火

入れをされました｡ 最初は火が広がりませんで

したが､ 徐々に広がり､ あっという間にあたリ

ー面が火の海になりました. 

(徐々に鎮火しますし､ 地元消防団の消防幸吉

待機されていました｡)

今年は暖かいEjでしたが､ 昨年は雪の残る中

ヨシ刈りをされたとか｡ 同会の 5年にわたる取

り組みやまたそれを支援されているたくさんの地

元の方々､ そのうえで参加されてい5ボラン

ティアの方々の力でこの地域のヨシが維持されて

いることを感じた催しでした｡

ここで刈り取ったヨシは毎年､環境PRイベン

トとして夏の ｢ヨシ松明まつり｣ で燃やされ､

夏の琵琶湖畔を幻想的L:i風景で彩ります. 今年

は8月25日 (土) 烏丸半宝にて開催される予

定です. (上Ej恵美子) 

ll 



My弓イ7Myくまつ講座 2007 冨芸書芸塁芸芸芸≡LJ..ます

みつけませんか?わたしの人生 ･ ･ ･

くさつ的スローライフのススメ

第 1回 開講式 苧津入門 第 2回 ウオーキング&スナップ

草津学講座 (仮) ｢草津の浮世絵物語｣ 万歩計亡f)メうち積っこ 
講師 :八杉 淳さん (草津而文化財保護課) 6月 28日 (木) 0:00:13 0- 16

集合 草津市役所 1階 受付前03:5月 27日 0:10 0- 12(日) 

場所 草津而立まちづくりセンター ･草津市役所からロクハ公園までウオーキングしますO 

(往復 4キロ)

(以下は予定) ･樹木の観察 .ガラスハウスの見学7:aど｡

第 3回 あおばTlストー IJ一

第 4回 琵琶湖博物館見学とお話 講座は 10回シリーズです｡

第 5回 スローフードクッキング 単発での申し込みも受け付けます｡

など 参加費は各国500円です｡ (材料費は実費)

ゆったり､ のんびり､ じっくり､ 地域を感じ､ 地域に触れてみませんかO ときには､ 草津の食材で

料理をしたり､9暮れの宿場町を探索したり､歴史に浸ってみたり､もしかしたらとても架沢な時間にな

るか吉しれません｡ ｢くさつ的スローライフ｣は､退職後の新たな人生の一つの提案です｡この講座は､

退職前 ･退職後の方々のためにご用意していますが､ 吉ちろん､若い方や退職後かなり過ぎてしまった

i:方々でも､ J大歓迎します.草津の新たな魅力を発見しようという方Lら､男性女性を問いません. おひ

とりでもお気軽にお申し込み下さい｡地域のさまざまな活動への､/イントロダクション (入り口) にも

なります｡

圭崖 (財) 草津而コミュニティ事業団 ･ (特活) おうみ NPO政策ネットワーク

お申し込み ･お問い合わせ う (財)草津而コミュニティ事業団 コミュニティ振興課

0035-〒52

TEL:07T5

7 滋賀県草津而西大路町 9番 6号 (草津市立まちづくりセンター内) 

JP.a.blx.om-ccoll:EI1065 Ma m @m W ne

編 集 後 記
市民編集ボランティア募集 ! 
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民編集ボ ラ ンテ ィア でお こな っ てい ます｡
初めて知った琵琶湖の良さに驚いています (大篠) ▼ 草津のことをもっと知りたい万､まちづくりや市民

食事ra地元で育った旬のものを食へ ｢おいしい｣と感 活動･地域情報などに関心のある方は､ぜひ事業団に
ご一報を !
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の味の深さを知った気灯しますoおいしい ! (荒川)
｢コミュニティくさつ｣は平成元年8月の発行以来､今回

▼二十田節気のひとつに ｢小満｣ というのがありま で通算80号を迎えることができました｡ありがとうござい
すo秋に蒔いた妻などが穂をつける頃で ｢7Rツと一安 ます｡今後も｢市民がつくるまちづくり情報誌｣として市

心｣という意味のようです｡暮らしと食が近かったこ 民の皆さんと一緒に草津の情報をお伝えしたいとがんばっ

ろの温かい言葉ですね｡ もうすぐ小満です (茶木) てまいりますのでご愛読おねがいいたします｡


