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小
川
作
陶
ク
ラ
ブ
（
後
編
）　

     
サ
ー
ク
ル
紹
介

    
（
参
加
し
て
み
ま
し
た
!
）

　

後
編
は
素
焼
き
か
ら
で
す
。
ゆ
っ
く
り
乾
燥
さ
せ
た
物
を
順
に

窯
に
入
れ
て
い
き
、
夜
の
作
業
だ
っ
た
た
め
火
入
れ
は
翌
日
で
し

た
。
焼
い
て
冷
ま
す
時
間
が
必
要
な
の
で
一
週
間
入
れ
た
ま
ま
に

し
て
お
く
そ
う
で
す
。

　

翌
週
釜
か
ら
出
し
た
物
は
一
回
り
ほ
ど
小
さ
く
な
り
軽
く
な
っ

て
、
粘
土
か
ら
焼
き
物
に
変
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

　

次
の
作
業
は
釉
薬
を
付
け
る
（
掛
け
る
）
作
業
に
な
り
ま
す
が
、

ま
ず
裏
面(

高
台
や
接
地
面)

に
釉
薬
を
弾
く
釉
抜
き
剤
（
撥
水

剤
）
を
塗
り
ま
す
。
ご
家
庭
の
陶
器
の
裏
を
見
て
い
た
だ
け
ば
土

の
色
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
な
の
で
分
り
や
す
い
で
す
ね
。
ち
な
み
に

磁
器
と
言
わ
れ
る
物
は
薄
く
白
い
物
が
多
く
裏
も
白
い
で
す
。

　

そ
し
て
釉
薬
付
け
で
す
。
釉
薬
の
種
類
も
沢
山
あ
る
上
に
、
土

に
よ
っ
て
本
焼
き
し
た
時
の
色
が
変
わ
る
の
で
、
思
っ
た
通
り
の

色
が
出
る
事
も
あ
れ
ば
、「
あ
れ
？
」「
お
や
っ
！
」
と
予
想
外
の

色
が
出
る
事
も
あ
る
そ
う
で
、
悩
ん
だ
り
、
相
談
し
た
り
、
色
見

本
を
参
考
に
し
た
り
し
て
釉
薬
を
決
め
る
そ
う
で
す
。

素
焼
き
〜
釉
薬

初
作
品
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付
け
方
も
釉
薬
に
ド
ボ
ン
と
付
け
入
れ
る
、
柄
杓
で
掛
け
る
、

吹
き
付
け
る
、
陶
芸
用
の
絵
の
具
で
色
を
付
け
る
等
あ
り
ま
す
。

私
は
初
心
者
な
の
で
シ
ン
プ
ル
な
付
け
入
れ
る
や
り
方
を
選
び
ま

し
た
。
時
間
を
か
け
ず
に
パ
パ
っ
と
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
す
が
、
つ
い
つ
い
入
れ
す
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
あ
た
ふ
た
し

て
い
た
の
で
親
指
の
跡
が
・・・
。
皆
さ
ん
は
半
分
色
を
変
え
た
り
、

垂
ら
し
た
り
、
ふ
ち
の
色
を
変
え
た
り
、
絵
を
描
い
た
り
、
様
々

な
付
け
方
を
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
い
よ
い
よ
、
本
焼
き
で
す
。
素
焼
き
と
同
じ
過
程
（
焼

き
温
度
は
高
く
変
わ
り
ま
す
）
を
経
て
窯
出
し
に
な
り
ま
す
。

カ
ラ
フ
ル
な
色
の
陶
器
が
現
れ
て
「
う
わ
〜
！
」
と
な
り
ま
す
。

ふ
ち
が
ち
ょ
っ
と
凸
凹
し
て
い
ま
し
た
が
、
初
作
品
は
自
己
満
足

で
「
な
か
な
か
い
い
じ
ゃ
ん
」
で
し
た
。
最
後
に
裏
を
紙
や
す
り

で
こ
す
っ
て
完
成
で
す
。
練
り
か
ら
本
焼
き
ま
で
時
間
が
か
か
り

ま
す
が
、
作
業
過
程
中
は
心
が
落
ち
着
く
時
間
が
流
れ
て
い
る

感
じ
が
し
ま
し
た
。

　

毎
週
木
曜
日
の
午
前
と
夜
の
２
コ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
公
民
館
ま
で
。
作
陶
ク
ラ
ブ
の
皆
さ
ん
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

釉
薬
〜
本
焼
き
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私
は
、
小
川
で
生
ま
れ
、
小
川
で
育
ち
、
小
川
で
暮
ら
し
て
8�

年
の
月
日
が
過
ぎ
ま
し
た
。

　

私
の
小
学
校
の
頃
は
小
学
校

の
こ
と
を「
国
民
学
校
」と
言
い
、

当
時
は
１
学
年
１
２
０
人
ほ
ど

の
児
童
が
い
ま
し
た
。
洋
服
も

な
い
時
代
だ
っ
た
の
で
、
着
物

に
モ
ン
ペ
を
は
い
て
、
そ
し
て

母
が
作
っ
て
く
れ
た
カ
バ
ン
を

肩
に
か
け
、
わ
ら
草
履
を
履
い

て
通
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
は

校
門
を
入
る
と
校
庭
の
東
側
に

「
奉
安
殿
」
と
い
う
立
派
な
建
物
が
あ
り
金
色
と
黒
で
輝
い
て
お

り
、
中
に
は
天
皇
様
の
御
勅
語
が
入
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、

そ
こ
で
最
敬
礼
を
し
て
か
ら
教
室
に
入
っ
た
も
の
で
し
た
。
当
時

は
戦
時
中
だ
っ
た
の
で
、
勉
強
よ
り
防
空
演
習
の
ほ
う
が
多
く
毎

日
今
の
小
学
校
の
裏
山
ラ
ン
ド
の
下
に
あ
る
沢
に
逃
げ
込
む
訓
練

を
し
て
い
ま
し
た
。
６
年
生
が
先
頭
で
私
た
ち
１
年
生
、
２
年
生

と
続
き
ま
し
た
。
そ
し
て
終
戦
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、

終
戦
日
の
翌
日
、
学
校
に
行
く
と
毎
朝
最
敬
礼
を
し
て
あ
れ
程
大

切
な
も
の
と
言
わ
れ
た
「
奉
安
殿
」
が
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
壊
さ
れ

て
お
り
、
び
っ
く
り
し
た
の
と
同
時
に
戦
争
が
終
わ
っ
た
と
い
う

こ
と
を
実
感
し
た
出
来
事
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
定
時
制
高
校
を
卒
業
す
る
と
、
家
で
農
業
に
取
り
組

み
ま
し
た
。
当
時
は
、
農
業
最
盛
期
で
養
蚕
に
酪
農
、
ホ
ッ
プ
に

タ
バ
コ
と
あ
ら
ゆ
る
換

金
作
物
を
村
中
の
人

が
取
り
入
れ
て
い
ま
し

た
。

　

そ
し
て
、
縁
あ
っ
て

主
人
と
結
婚
し
ま
し

　
　
　
　
　
　

鎌
倉
の
ぶ
子
さ
ん
（
美
会
）「いらっしゃいませ」主人と店番です

城あとめぐりは楽しい。でも
熊の出没がこわかったです
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店
を
閉
じ
て
か
ら
は
二
人
で
村
内
の
史
跡
巡
り
を
し
ま
し
た
。

私
は
、
公
民
館
報
の
編
集
委
員
と
し
て
村
内
の
史
跡
を
紹
介
し

て
い
た
の
で
興
味
が
あ
り
古
山
城
、
立
屋
城
、
馬
曲
城
な
ど
十
か

所
の
城
跡
を
歩
き
ま
し
た
。
ま
た
県
内
の
三
重
の
塔
巡
り
も
し
ま

し
た
。

　

そ
し
て
今
は
、
近
く
に
住
ん

で
い
る
孫
た
ち
と
語
り
合
い
、

「
読
書
会
」
の
仲
間
と
古こ
ぶ
ん文
を

楽
し
み
、
２
軒
分
の
家
庭
菜

園
を
頑
張
っ
て
い
ま
す
。「
ア

ブ
ラ
虫
退
治
に
は
マ
リ
ー
ゴ
ー

ル
ド
を
植
え
る
と
良
い
よ
」
と

隣
の
畑
の
方
か
ら
教
わ
り
ま
し

た
。
多
く
の
人
に
支
え
ら
れ
て

小
川
村
に
生
ま
れ
た
幸
せ
を
か

み
し
め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

今
後
若
い
人
が
増
え
、
以
前
の

よ
う
な
活
気
溢
れ
る
小
川
村
に

な
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。

た
。
結
婚
し
た
当
初
主
人
は

農
業
収
入
だ
け
で
は
大
変
と

長
野
市
の
家
具
問
屋
に
勤
め

て
い
ま
し
た
が
、
小
川
で
店

を
や
り
た
い
と
昭
和
��
年
に

大
久
保
に
「
み
す
ず
家
具
」

を
開
き
ま
し
た
。「
店
を
開
い
た
ら
一
番
に
行
く
よ
」
と
言
っ
て
く

れ
た
Ｍ
さ
ん
は
約
束
ど
お
り
一
番
に
来
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
慣

れ
な
い
商
売
で
し
た
が
、
多
く
の
方
に
助
け
て
も
ら
い
、
励
ま
さ

れ
、
慰
め
ら
れ
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
ほ
ど
嬉
し
か
っ
た
で
す
。

ま
た
、
夫
婦
で
買
い
物
に
来
て
、
支
払
い
を
す
る
際
、
お
店
を
始

め
た
頃
は
男
性
が
支
払
い
を
す
る
方
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
だ

ん
だ
ん
と
女
性
が
多
く
な
っ
て

女
性
の
社
会
進
出
を
感
じ
ま

し
た
。
人
と
の
つ
な
が
り
に
温

か
さ
を
感
じ
て
い
た
商
売
で
し

た
が
、
主
人
の
体
調
が
悪
く
な

り
、
約
半
世
紀
続
け
た
店
を

閉
じ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

暇をみつけてミシン踏み
は何より楽しいです

昔は虫よけと云えば除虫菊だけ
だったんだって

　
『
枕
草
子
』
む
ず
か
し
い
け
ど

　

楽
し
い
ね
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Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ

で「
鎌
倉
殿
の
十
三
人
」

が
放
映
さ
れ
て
い
る
な

か
で
、
鎌
倉
幕
府
の
初

代
侍
所
別
当
を
任
さ
れ

て
い
る
人
物
「
和
田
義
盛
」
が
い
ま
す
。

源
頼
朝
に
侍
従
し
木
曽
義
仲
と
平
氏
征

討
の
軍
功
を
収
め
、
後
の
鎌
倉
執
権
職

の
北
条
氏
と
争
い
で
建
保
元
年
（
西
暦

１
２
１
３
年
）「
和
田
合
戦
」
で
一
族

が
滅
ぼ
さ
れ
た
時
代
背
景
か
ら
話
が
始

ま
り
ま
す
。

　

和
田
一
族
の
生
き
残
り
が
、
和
田
義

盛
の
三
男
「
和
田
義
秀
」
が
、
安
房

の
国
（
現
在
の
千
葉
県
）
ま
た
は
王

滝
村
の
三
浦
（
み
う
れ
）
に
逃
れ
た

伝
説
が
あ
る
が
、
本
当
の
真
意
は
分

か
り
ま
せ
ん
が
、
味
大
豆
の
十
二
神

社
は
和
田
義
秀
が
氏
神
様
と
し
て
石

祠
を
祀
っ
た
の
が
始
ま
り
だ
そ
う
で

す
。
こ
の
石
祠
に
は
「
貞
応
２
年
（
西

暦
１
２
２
３
年
）」
と
刻
ん
で
あ
る

が
、
来
年
で
８
０
０
年
を
迎
え
ま
す
。

和
田
義
秀
が
こ
の
地
に
流
浪
落
着
し

た
痕
跡
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
歴
史

上
で
は
弓
の
名
手
と
あ
り
調
べ
て
み
る
と
、
地
名
に
「
矢
下
」・

「
的
屋
敷
」
と
あ
り
、
何
か
騎
馬
射
の
習
練
場
所
の
な
ご
り
か

と
思
わ
れ
ま
す
。

　

味
大
豆
周
辺
は
、
近
年
ま
で
地
滑
り
が
多
く
宮
殿
を
造
営
し

て
も
何
度
も
災
害
に
見
舞
わ
れ
て
き
ま
し
た
。現
在
の
お
宮
は
、

明
治
�7
年
に
再
建
し
、
梁
の
彫
物
、
拝
殿
の
天
井
画
が
見
事
に

施
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
17
年
度
に
は
村
の
文
化
財
に
指
定
さ

れ
ま
し
た
。

味
大
豆
十
二
神
社

小
川
村
の
神
社
②

石祠

天
井
画

彫
刻
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十
二
神
社
は
、
全
国
の
分
布
範
囲

を
調
べ
て
み
ま
す
と
、
長
野
県
の
北

信
と
新
潟
県
に
多
く
崇
拝
さ
れ
て
い

る
と
の
こ
と
で
す
。
十
二
神
社
の
祭

神
は
、
干
支
の
十
二
支
と
思
わ
れ
が

ち
で
す
が
、
古
事
記
に
よ
る
日
本
神

話
で
は
高
天
原
か
ら
次
々
と
誕
生
し

た
十
七
柱
（
内
、
十
柱
の
神
々
は
五

組
の
夫
婦
神
）
の
神
々
の
総
称
で
、

そ
の
内
の
一
柱
を
国
土
が
恒
久
に
続

く
こ
と
を
願
っ
て
祀
っ
て
い
る
と
の

こ
と
で
す
。

　

こ
の
十
二
神
社
に
は
、
も
う
一
体
の
祭
神
が
合
祀
ら
れ
て
い

ま
す
。
合
祀
の
前
は
、
四
国
の
金
毘
羅
様
を
味
大
豆
集
落
の
南

側
の
山
に
祀
っ
た
が
、
あ
る
と
き
火
柱
が
立
ち
、
易
で
調
べ
た

と
こ
ろ
、
集
落
の
南
側
よ
り
北
側
に
居
座
り
た
い
と
の
こ
と
で

合
祀
さ
れ
た
と
古
老
の
言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

　

昭
和
�0
年
代
に
は
�0
戸
以
上
の
氏
子
が
、
現
在
で
は
、
��
戸

ほ
ど
に
減
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。何
よ
り
男
性
が
少
な
い
な
か
、

逆
に
女
性
の
長
生
き
の
方
が

多
く
、
月
初
め
の
お
宮
参
り

は
、
シ
ニ
ア
カ
ー
で
参
拝
す

る
こ
と
が
何
よ
り
も
楽
し
み

の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

祭
日
は
、
１
月
元
日
の
初
参

拝
と
稲
丘
神
社
の
秋
祭
り
に

併
せ
祭
典
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
の
影
響
で
２

年
間
ほ
ど
神
楽
の
奉
納

が
で
き
な
い
時
期
が
あ

り
ま
し
た
が
、
今
年
の

秋
祭
り
に
は
コ
ロ
ナ
感

染
対
策
の
３
密
を
避
け

な
が
ら
奉
納
を
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

社

獅
子
舞

秋
祭
り
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現
在
、
地
上
波
で
放
映
中
の
Ｎ
Ｈ

Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉
殿
の
1�
人
」

に
関
連
し
て
、
村
内
に
残
る
場
所
を

調
べ
て
み
ま
し
た
。

☆
地
名
（
口
頭
及
び
伝
承
か
ら
）

〇
か
く
れ
ま
や

　

昔
、
木
曽
義
仲
が
戦
死
し
た
後
、
源
頼
朝
は
木
曽
の
残
党
を
厳

し
く
追
跡
し
ま
し
た
。
木
曽
義
仲
に
従
っ
て
い
た
仁
科
城
主
（
現

大
町
市
）
仁
科
盛
遠
（
に
し
な
も
り
と
う
）
は
、
義
仲
の
第
二
子 

力
寿
丸
（
り
き
じ
ゅ
ま
る
）
を
逃
す
た
め
、
桐
山
か
ら
持
京
へ
至

る
道
は
険
し
い
峰
道
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
峰
を
登
っ
た
あ
た
り
に

ち
ょ
っ
と
し
た
草
地
が
あ
り
ま
す
。
一
団
の
武
士
た
ち
が
そ
の
地

に
小
屋
を
建
て
て
潜
む
よ
う
に
住
ん
で
い
た
伝
承
が
あ
り
ま
す
。

　

村
人
た
ち
は
不
審
が
っ
て
、
そ
っ
と
様
子
を
う
か
が
っ
た
。

 「
侍
た
ち
が
ざ
っ
と
二
十
人
、
馬
は
七
頭
じ
ゃ
。」

 「
幼
い
子
が
お
る
ぞ
。
き
り
り
と
鉢
巻
を
し
て
、
鎧
を
着
け
た

　
侍
た
ち
に
囲
ま
れ
て
」

　

村
は
突
然
と
現
れ
た
武
士
団
に
と
ま
ど
っ
た
。
そ
の
う
ち
に
、

鎌
倉
勢
に
破
れ
た
木
曽
義
仲
の
残
党
が
こ
の
山
中
に
逃
れ
て
来
た

ら
し
い
と
い
う
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
あ
の
幼
い
子
は
義
仲
の

若
君
で
力
寿
丸
と
い
い
、
頼
朝
か
ら
命
を
狙
わ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
も
。

　

そ
ん
な
噂
が
村
中
に
広
が
っ
た
あ
る
朝

 「
お
い
、
み
ん
な
、
侍
た
ち
が
消
え
ち
ま
っ
た
ぞ
」

　

若
者
が
叫
び
な
が
ら
山
か
ら
転
げ
お
り
て
来
た
。
村
の
者
は

ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
峰
の
草
地
へ
や
っ
て
来
た
。
不
思
議
な
こ
と
に
小
屋

は
き
れ
い
に
取
り
払
わ
れ
、
一
人
の
武
士
も
い
な
か
っ
た
。
た
だ
、

馬
の
糞
だ
け
が
あ
ち
こ
ち
に
残
っ
て
い
た
。
い
っ
た
い
ど
こ
へ
逃
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。
村
の
人
た
ち
は
、
昨
日
ま
で
の
鎧
や
兜
や
太
刀

の
き
ら
び
や
か
さ
を
思
い
、
夢
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
か
っ
た
。

 「
追
手
は
木
曽
の
若
様
の
行
方
を
探
し
に
や
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

 

わ
し
ら
は
、
な
ん
に
も
知
ら
ん
こ
と
に
し
よ
う
。」

　

人
々
は
そ
う
約
束
し
、
小
屋
の
あ
っ
た
場
所
を
ひ
そ
か
に
「
か

「
鎌
倉
時
代
」

歴
史
探
索

高　山　寺
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〇
次
木
（
な
む
ぎ
）

　

日
本
記
地
区
に
次
木
集
落
が
あ
り
ま
す
。
普
通
に
読
む
と
「
つ

ぎ
き
」
と
読
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
読
み
方
は
ア
イ
ヌ
語
か
ら
来
た

の
で
は
な
い
か
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
木
曽
義
仲
の
落
人
が
、

大
洞
峠
の
裏
、
鬼
無
里
側
辺
り
に
隠
れ
住
み
、
そ
の
場
所
が
地
滑

り
に
よ
り
、
現
在
の
場
所
に
移
り
住
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

〇
花
尾
和
田
（
は
な
お
わ
だ
）・
夏
和
和
田
（
な
つ
わ
わ
だ
）

　

前
項
の
神
社
紹
介
し
た
和
田
一
族
が
、
味
大
豆
に
定
住
す
る
ま

え
に
、
花
尾
和
田
あ
た
り
に
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
薬
師
上
流
の

味
大
豆
と
薬
師
下
流
の
夏
和
和
田
に
分
か
れ
て
住
ん
だ
こ
と
で
地

名
に
和
田
が
付
い
た
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。

☆
仏
閣

〇
高
山
寺　

観
音
堂
・
三
重
塔

　

観
音
堂
が
堂
平
（
現
在
の
道
平
）「
堂
屋
敷
」
に
あ
っ
た
も
の

を
地
滑
り
の
た
め
、
建
久
�
年
（
西
暦
１
１
９
５
年
）
源
頼
朝
が
、

現
在
の
場
所
に
移
築
再
建
と
あ
わ
せ
、
三
重
塔
を
創
建
さ
れ
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

く
れ
ま
や
」（
隠
れ
馬
屋
）
と
名
付
け
、
あ
の
幻
み
た
い
な
情
景

を
い
つ
ま
で
も
忘
れ
な
い
よ
う
に
話
し
合
っ
た
。

（『
信
州
の
民
話
伝
説
集
成
（
北
信
編
）』
よ
り
）

※
追
手
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
し
ば
ら
く
こ
の
地
に
隠
れ
た
の
ち
、

裾
花
川
上
流
の
洞
窟
「
木
曽
殿
ア
ブ
キ
」
に
逃
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。

〇
鷹
打
場
（
た
か
う
ち
ば
）

　

か
く
れ
ま
や
と
同
じ
く
桐
山
か
ら
持
京
へ
至
る
険
し
い
峰
道
で

遠
く
の
山
が
一
望
に
眺
望
で
き
る
場
所
が
あ
り
ま
す
。

 「
武
士
の
一
隊
が
き
て
休
息
し
て
い
る
と
、
何
処
か
ら
と
も
な
く
大

き
な
鷹
が
飛
来
し
て
武
士
た
ち
の
頭
上
で
旋
回
し
た
。
武
士
た

ち
は
得
意
の
弓
で
こ
れ
を
射
落
と
し
、
そ
の
後
も
鷹
狩
り
が
行

わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
「
鷹
打
場
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」

と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。　
　
　
　

 

（『
桐
山
の
民
俗
』誌
よ
り
）

〇
浪
人
沢
（
ろ
う
に
ん
ざ
わ
）

　

桐
山
李
平
裏
山
の
谷
沿
い
で
「
仁
科
領
か
ら
武
士
の
一
隊
が
こ

の
谷
に
入
っ
て
猟
を
し
た
り
剣
術
に
励
ん
で
い
た
」
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。                  （『
木
曽
力
寿
丸
の
伝
説
地
名
』よ
り
）
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☆
落
武
士

〇
和
田

　

建
保
元
年（
西
暦
１
２
１
３
年
）「
和

田
合
戦
」
で
一
族
が
滅
ぼ
さ
れ
、
和

田
義
盛
の
三
男
「
和
田
義
秀
」
が
逃

れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。（
詳
細
は
前
項
の
神
社

紹
介
で
）

〇
川
浦

　

隣
村
の
鬼
無
里
地
区
で
は
、
相
模

国
鎌
倉
か
ら
三
浦
氏
が
移
住
し
て
き

ま
し
た
。
鎌
倉
勢
の
追
手
か
ら
逃
れ

る
た
め
、三
浦
の
「
三
」
を
縦
の
「
川
」

に
し
た
こ
と
か
ら
、
川
浦
と
名
乗
り

始
め
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

☆
木
曽
義
仲
の
家
臣
が
、
逃
亡
潜

伏
し
た
地
域

〇
善
光
寺
峯
街
道
沿
に
は
、
木
曽
義

卍 玉泉寺

味大豆十二神社

長野市鬼無里

大町市美麻

白馬村

長野市中条

法
地

北
尾

稲
丘
西

瀬
戸
川

川
上

稲
丘
東

花
尾

夏
和

立
屋塩

沢

上
和

古
山
西 小

根
山
町

古
山
東

馬
曲

川
手

成
就

上
野 高

府
町

桐
山

大洞峠

次木

次木

味大豆

花尾
和田

夏和
和田

持京
鷹打場

かくれやま

▲
蕎麦粒山

▲
高戸谷山

大町街道

▲飯縄山

李
平

一之坂

高
戸
谷
道

女
坂

善光寺峰街道

三浦
↓

川浦 鬼無里
（樋口・今井）

大町街道（高府街道）

村境
街道

早
川
道

戸
隠
往
来

久木
（石坂・久田・久保田）

卍 
高山寺

長野市信州新町

安曇往来

浪人沢

鬼
無
里
街
道
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《
小
川
短
歌
会
作
品
》

◎
北
信
随
一
と
言
う
御
柱
祭
御
射
山
祭
奉
燈
短
歌
と
共
に
輝
く	

	
	

松
本　
　

智

◎
久
し
ぶ
り
お
月
様
出
て
手
を
合
わ
す
こ
の
苦
し
み
よ
去
れ
と
祈
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

松
本
富
貴
枝

◎
何
も
か
も
デ
ジ
タ
ル
化
し
た
こ
の
社
会
慣
れ
た
つ
も
り
も
時
に
戸
惑
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

西
沢　

哲
朗

◎
朝
取
り
の
瓜
、
茄
子
、
ト
マ
ト
食
卓
に
不
出
来
な
れ
ど
も
味
は
抜
群

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

染
野
喜
久
子

◎
夏
草
の
中
に
鳴
き
お
る
虫
の
声
キ
リ
ギ
リ
ス
衰
え
コ
オ
ロ
ギ
盛
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

西
條　

定
子

◎
養
蚕
は
時
勢
に
合
わ
ず
廃
さ
れ
て
枝
垂
れ
し
桑
は
庭
に
古
り
た
り

	

伊
藤　

宗
善

仲
に
従
事
し
た
多
く
家
臣
が
残
っ
て

い
ま
す
。
な
か
に
は
、
木
曽
義
仲
を

弔
う
玉
泉
寺
が
あ
り
ま
す
。

　

久
木
地
区　

石
坂
、
久
田
、

　

久
保
田

　

信
州
新
町
地
区　

竹
村

（『
心
の
故
郷
〜
水
内
郷
久
木
村
〜
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    
よ
り
）

〇
鬼
無
里
地
区
に
は
、
木
曽
義
仲
の

旗
下
で
勇
名
の
高
か
っ
た
樋
口
、
今

井
の
氏
姓
が
あ
り
ま
す
。

高山寺三重塔
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〜生後 6ヶ月の赤ちゃんへ本のプレゼント〜

第 110 号
図書委員会

1�1�

秋
の
ミ
ニ
イ
ベ
ン
ト

 

お
月
さ
ま
特
設
コ
ー
ナ
ー
を
つ
く
り
ま
し
た

　

９
月
10
日
か
ら
�0
日
ま
で
、
図
書
室
に
て
中
秋
の
名
月
に
ち

な
ん
で
「
月
の
本
コ
ー
ナ
ー
」
を
つ
く
り
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ

ナ
の
感
染
レ
ベ
ル
が
高
く
、
急
遽
イ
ベ
ン
ト
の
内
容
を
変
更
し

て
開
催
。
お
月
見
や
月
を
テ
ー
マ
に
し
た
絵
本
、
児
童
書
、
図

鑑
な
ど
の
蔵
書
に
新
着
本
も
加
え
、
月
の
本
が
ず
ら
り
と
並
び

ま
し
た
。
本
を
特
集
す
る
だ
け
の
さ
さ
や
か
な
イ
ベ
ン
ト
で
は

あ
り
ま
し
た
が
、
本
を
眺
め
て
い
る
と
じ
わ
じ
わ
と
月
に
興
味

が
湧
い
て
き
た
り
、「
こ
ん
な
本
が
あ
っ
た
ん
だ
〜
」
と
新
た
な

発
見
が
あ
っ
た
り
。
利
用
者
の
方
が
本
を
借

り
て
い
る
姿
も
見
ら
れ
、
や
っ
て
よ
か
っ
た

な
あ
と
思
い
ま
し
た
。
図
書
室
入
り
口
に
は
、

本
物
の
ス
ス
キ
と
お
団
子
も
飾
っ
て
雰
囲
気

を
楽
し
み
ま
し
た
。
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
っ

た
皆
様
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

守も
り
や屋　
　

朔さ
く 

く
ん

　    　   

『
し
ろ
く
ま
の
パ
ン
ツ
』

　
　

 　
　
　
　
ツ
ペ
ラ
ツ
ペ
ラ

伊い

べ部　

永え
い
ら蘭 

く
ん

　    　   

『
よ
る
く
ま 

』

　
　

 　
　
　
　
酒
井　

駒
子

令和3年11月から令和4年2月生まれの赤ちゃん『子どもに読んで聞かせたい本は？』

月
の
本
コ
ー
ナ
ー

ススキと団子
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を使ってみた！
　�0�� 年 8 月 � 日から電子書籍サービスが開始した、長野県
内の 77 市町村と県による協働の電子図書館「デジとしょ信州」
をご存じですか？
　約１万８千点（�� 年 10 月現在）のデジタル書籍を１週間借
りることが出来るシステムです。長野県民は無料で利用可能。
小川村公民館で気軽に申込め、あっと言う間に1�桁のID番号と仮パスワー
ドを受け取れます。あとは、簡単操作で本を借りるだけです。
　キッズ＆ティーンズも充実しています。「これもマンガ？」
のマンガ特集も気になります。デジとしょ信州の蔵書な
らではの新たなマンガの魅力を発見できそうです。

【聞いてみました！ユーザーの声】
“操作は簡単で、本を借りるのも簡単なので気軽に使えます。”
“返却もすぐ出来るし、７日後に自動的に返却さ

れるので返し忘れる事がありません。”
“レシピ本とかも充実しているので、気軽に新し

い料理に挑戦できます。”
“Wi-Fi 環境が完備している場所では、通信速度

が速くデジタル書籍が快適に読めます。”

おうち
時間

が

充実
するデ

ジ

としょ
を活用

し

てくだ
さいね

。

図書室の楽しみ方～基本編
「図書室以外でも本の返却ができる !」
　図書室で借りた本を
図書室以外でも返却で
きるのをご存知でしょう
か？びっくらんど小川、
にこにこ保育園に返却ポ
ストが設置されておりま
すので、どしどしご活用
ください。

次回イベントのお知らせ

「大きな望遠鏡で
冬の夜空を見上げてみよう。
　　　何がみえるかな？」

　冬の夜空は、火星や木星
だけでなく、華やかなオリオ
ン座とそのまわりの星雲たち
を見ることができます。小川
村天文台の移動式望遠鏡を
お借りして、皆で星空観察
を企画中です。月の模様も
みえるかも。詳しくは後日発
行するチラシ・ポスターをご
覧ください。お楽しみに！

▲びっくらんど小
川の返却ポスト

【図書室　利用案内】
　開館時間：９：00 ～ 17：00
　休館日：月曜日（祝日の場合は火曜）
　貸し出し期間：２週間
　貸し出し冊数：５冊

QR コード

図書室のパソコンで閲覧
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元
気
に
大
き
く
な
〜
れ

　
　
　
　
　
　
　
　

篠
原
慶
太
郎
さ
ん
（
小
川
村
駐
在
所
）

　

私
達
が
小
川
村
に
移
住
？
し
て
き
て
１
年
目
。

　

昨
年
の
６
月
頃
に
受
か
る
気
が
し
な
か
っ
た
昇
任
試
験
に
奇
跡

的
に
合
格
し
、
泣
く
泣
く
白
バ
イ
隊
員
を
引
退
し
、
ど
こ
に
配
属

に
な
る
か
と
ド
キ
ド
キ
・
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
小
川
村

駐
在
所
に
配
属
と
な
り
ま
し

た
。

　

私
は
道
を
覚
え
る
の
が
苦

手
で
、
赴
任
当
初
は
、
自
然

豊
か
な
小
川
村
に
手
厳
し
い

洗
礼
を
受
け
、
山
間
部
の
地

域
を
パ
ト
ロ
ー
ル
す
る
度
に

道
に
迷
い
、「
私
は
ど
こ
に

い
る
の
で
し
ょ
う
？
」
状
態

に
な
り
、
１
１
０
番
通
報
し

て
山
岳
救
助
隊
を
要
請
し
よ

う
か
と
思
っ
た
く
ら
い
で
す
。

　

小
川
村
に
越
し
て
き
た
ば
か
り
は
、
小
川
村
で
の
子
育
て
が
と

て
も
不
安
で
し
た
が
、
す
ぐ
に
長
男
の
颯
仁
（
は
や
と
）
は
小
川

村
で
の
生
活
に
慣
れ
、
村
の
育
児
支
援
で
颯
仁
を
小
川
村
保
育
園

に
未
満
児
と
し
て
一
時
的
に
受
け
入
れ
て
頂
き
、
毎
日
楽
し
そ
う

に
し
て
い
ま
し
た
。（
来
年
か
ら
年
少
さ
ん
と
し
て
、
お
世
話
に
な

り
ま
す
。）
保
育
園
で
覚
え
て
き
た
こ
と
を
家
で
披
露
し
て
く
れ

た
り
、
苦
手
な
お
昼
寝
も
上
達
し
た
り
、
お
友
達
の
名
前
を
覚
え

た
り
と
日
々
の
成
長
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
折
り
、
令
和
４
年
８
月
１
日
午
後
1�
時
��
分
に
大
き
な

産
声
を
上
げ
颯
汰
（
そ
う
た
）
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　

颯
汰
の
出
産
ま
で
は
、
あ
っ
と
い
う
間
で
し
た
が
、
前
回
の
妊

娠
中
は
、
検
査
結
果
が
良
く
な
い
こ
と
が
あ
り
、
ハ
ラ
ハ
ラ
し
た

思
い
出
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
颯
汰
を
妊
娠
中
も
気
が
抜
け
ま
せ

ん
で
し
た
。
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そ
ん
な
親
の
心
配

は
よ
そ
に
颯
汰
は
元

気
に
大
き
な
産
声
を

上
げ
て
生
ま
れ
て
き

て
く
れ
ま
し
た
。
子

供
が
生
ま
れ
て
き
た

時
の
感
動
は
、
う
ま

く
表
現
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
の
世
で
一
番
幸
せ
な
出
来
事
の
よ
う

に
感
じ
ま
し
た
。

　

妻
と
颯
汰
が
退
院
当
日
に
颯
仁
が
病
院
で
初
め
て
赤
ち
ゃ
ん
に

対
面
し
た
時
は
、満
面
の
笑
み
で
「
あ
ら
ー
、あ
ら
ら
、赤
ち
ゃ
ん
」

と
言
っ
て
と
て
も
う
れ
し
そ
う
に
し
て
い
ま
し
た
。

　

私
達
の
よ
う
な
小
さ
な
子
供
を
子
育
て
す
る
ご
家
庭
で
は
、
周

り
ご
近
所
に
迷
惑
が
掛
か
ら
な
い
か
な
ど
や
行
政
の
サ
ポ
ー
ト
体

制
は
整
っ
て
い
る
の
か
な
ど
が
不
安
材
料
に
な
り
ま
す
が
、
小
川

村
で
は
ご
近
所
の
皆
様
の
ご
理
解
も
あ
り
、
の
び
の
び
と
子
育
て

が
で
き
て
い
ま
す
。

　

少
し
余
談
で
す
が
、
昨
今
の
子
育
て
を
す
る
親
と
子
供
達
を
取

り
巻
く
環
境
は
、
非
常
に
肩
身
が
狭
い
と
感
じ
る
世
の
中
に
な
り

つ
つ
あ
り
、
残
念
な
が
ら
都
市
部
や
市
街
地
で
は
、「
隣
の
家
の

赤
ち
ゃ
ん
の
泣
き
声
が
う
る
さ
い
」「
子
供
達
が
公
園
で
遊
ん
で
い

て
う
る
さ
い
、
黙
ら
せ
ろ
」
等
の
１
１
０
番
通
報
が
度
々
寄
せ
ら

れ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
世
の
中
で
あ
る
に
も
関
ら
ず
小
川
村
で
は
子
供

達
を
村
の
宝
物
の
よ
う
に
大
事
に
し
て
く
れ
て
暖
か
み
を
感
じ
ま

し
た
。

　

小
川
村
は
地
域
一
帯
と
な
っ
て
子
育
て
支
援
や
子
育
て
に
理
解

を
し
て
く
れ
る
数
少
な
い
自
治
体
だ
と
思
い
ま
す
。

ご
近
所
の
皆
様
へ

　

私
と
颯
仁
が
毎
日
の
よ
う
に
「
ぎ
ゃ
ー
、
ぎ
ゃ
ー
」
と
騒
い
で

い
る
の
に
嫌
な
顔
を

せ
ず
、
可
愛
が
っ
て

く
れ
て
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
お

陰
様
で
元
気
に
（
元

気
過
ぎ
て
困
っ
て
い

ま
す
）、
す
く
す
く

と
成
長
し
て
お
り

ま
す
。
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道
祖
神
に
願
う

☆
道
端
で
見
か
け
ま
せ
ん
か

　

道
沿
い
を
歩
い
て
い
る
と
、
集

落
の
外
れ
で
石
造
物
の
一
群
を
見

か
け
ま
す
。
そ
の
な
か
で
「
道
祖
神
」
の
文
字
で
彫
っ
た
の
を

目
に
し
ま
す
が
、
普
段
何
気
な
く
気
に
留
め
る
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
。「
い
つ
・
ど
ん
な
思
い
で
設
置
し
た
の
か
？
」
当
時
の

願
い
を
探
っ
て
み
ま
し
た
。

☆
道
祖
神
の
い
わ
れ
？

　

道
祖
神
の
歴
史
は
古
く
、
今
か
ら
１
２
０
０
年
前
の
平
安

時
代
に
ま
で
遡
り
ま
す
。
道
祖
神
は
、
元
来
、
外
か
ら
く
る

邪
悪
な
も
の
、疫
病
、悪
霊
を
村
境
で
「
さ
え
ぎ
り
」
村
を
守
っ

て
く
れ
る
神
様
で
す
。地
域
に
よ
っ
て
様
々
な
呼
び
方
が
あ
り
、

道
陸
神
（
ど
う
ろ
く
じ
ん
）、
サ
エ
（
サ
イ
）
ノ
カ
ミ
な
ど
と

呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
サ
イ
」
は
幸
と
し
て
、男
女
円
満・

縁
結
び
の
神
・
旅
人
の
安
全
を
守
る
神
と
し
て
も
信
仰
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

小
川
村
の
石
造
物
の
資
料
に
よ
る
と
、
道
祖
神
は
様
々
な

形
状
を
し
て
お
り
、
村
内
に
点
在
す
る
道
祖
神
は
全
部
で
��

体
。
多
く
は
繭
玉
石
や
丸
い
玉
石
で
、
当
時
の
人
た
ち
は
、
自

然
造
形
で
あ
る
石
に
も
霊
異
が
あ
る
と
し
て
信
仰
の
対
象
と

し
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
他
に
、
安
曇
野
地
方
に
多
い
双
代

像
（
男
女
の
像
）
は
�
体
、「
道
祖
神
」
が
刻
ま
れ
た
自
然
石

文
字
碑
は
�0
体
ほ
ど
あ
る
と
の
こ
と
で
す
。

☆
疫
病
退
散
と
と
も
に

　

集
落
の
外
れ
に
あ
る
道
祖
神
は
、
村
の
守
り
神
で
し
た
。

今
で
こ
そ
医
療
が
発
達
し
、
病
院
に
行
け
ば
す
ぐ
に
治
療
し

て
も
ら
え
ま
す
が
、
当
時
は
病
気
の
原
因
が
分
か
ら
な
い
こ
と

も
多
く
、
道
祖
神
は
「
疫
病
か
ら
村
を
守
る
神
様
」
と
し
て
、

当
時
の
人
々
の
心
の
よ
り
所
だ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

小
正
月
の
1
月
1�
・
1�
日

に
行
わ
れ
る
道
祖
神
の
祭
り

「
ド
ン
ド
焼
き
」
と
と
も
に
、

コ
ロ
ナ
が
終
息
し
無
病
息
災
で

過
ご
せ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

シリーズ  路端の小さな命 ② 
　路端の隅でたたずんでいる動植物や石造物
について紹介します。このコーナーに情報を
提供されたい方は公民館までご連絡ください。


