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今年も早春の福の訪れを見つけました
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「
お
が
わ
熟
年
大
学
」
は
受
講
生
四
十

名
と
と
も
に
10
月
19
日
に
ス
タ
ー
ト
い
た

し
ま
し
た
。

　

開
講
式
後
、
第
一
回
「
大
地
震
に
備

え
る
た
め
の
地
域
の
取
り
組
み
と
は
な

に
か
」
の
講
義
が
、
信
州
大
学
廣
内
大

助
教
授
の
関
東
大
震
災
か
ら
１
０
０
年

目
の
節
目
、
平
成
�6
年
11
月
に
発
生
し

た
神
城
断
層
地
震
か
ら
9
年
目
が

経
過
す
る
に
あ
た
り
、
防
災
へ
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
学
習
が
で
き

ま
し
た
。

　

第
二
回
は
11
月
9
日
「
お
酒
の

事
を
よ
く
知
ろ
う
」
と
題
し
、
信

州
大
学
田
中
直
樹
教
授
に
よ
る
普

段
の
食
事
と
健
康
診
断
書
結
果
か

ら
生
活
習
慣
の
食
事
の
在
り
方
に

つ
い
て
学
習
し
ま
し
た
。

　

第
三
回
は
11
月
��
日
「
屋
外
研

修　

安
曇
野
方
面
」
で
大
町
博
物

館
め
ぐ
り
で
旧
中
村
家
住
宅
、
国

営
あ
づ
み
の
公
園
、
市
立
大
町
山
岳
博
物
館
の
３
館
め
ぐ
り
と
、

安
曇
野
市
大
王
わ
さ
び
農
場
で
昼
食
を
と
り
、
コ
ロ
ナ
禍
で
４

年
ぶ
り
の
楽
し
い
研
修
と
な
り
ま
し
た
。

　

第
四
回
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
と
保
健
セ
ン
タ
ー
の
協
賛
で
、

「
文
化
講
演
会
」
に
百
八
十
名
の
皆
さ
ん
が
出
席
さ
れ
、
フ
リ
ー

ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
宮
本
隆
治
氏
が
「
ゆ
と
り
・
ユ
ー
モ
ア
・
帰
り
は

元
気
！
」
と
題
し
て
人
前
で
緊
張
し
な
い
コ
ツ
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
時
代
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
実
父
と
の

体
験
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
「
ハ
シ
カ
ベ
体
操
」
を
実

践
し
、会
場
内
全
員
と
普
段
使
わ
な
い
腹
筋
、肺
、声
帯
、ベ
ロ
（
舌
）

を
動
か
し
、
会
場
内
が
熱
く
な
り
ま
し
た
。

　

第
五
回
は
、
人
権
週
間
に
あ

わ
せ
「
子
ど
も
の
人
権
と
不
適

切
な
保
育
」
と
題
し
て
清
泉
女

学
院
短
期
大
学
長
谷
川
孝
子
教

授
の
講
演
が
開
催
さ
れ
、
子
ど

も
の
個
性
を
尊
重
し
、
自
分
ら

し
い
花
を
自
分
の
力
で
咲
か
せ

ら
れ
る
よ
う
な
人
に
育
っ
て
い

く
に
は
、
大
人
が
良
し
と
す
る

価
値
観
を
子
ど
も
に
教
え
込
む

の
で
は
な
く
、
昔
は
当
た
り
前

な
こ
と
が
、
今
は
通
用
し
な
い

な
ど
大
人
の
価
値
観
を
改
め
な

①
開
講
式

③
屋
外
研
修（
あ
づ
み
野
）
④
文
化
講
演
会

お
が
わ
熟
年
大
学
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く
て
は
い
け
な
い
時
期
に
来
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

　

第
六
回
は
前
年
に
引
き
続
き
信
濃
家
一
門
の
信
濃
家
中
蔵
、
信

濃
家
あ
い
橋
の
ご
両
人
の
「
新
春
お
笑
い
講
座
」
落
語
を
開
演
し

ま
し
た
。
熟
練
し
た
古
典
落
語
の
語
り
に
聞
き
入
り
、
笑
い
の
オ

チ
に
は
ま
る
受
講
生
が
い
ま
し
た
。

　

第
七
回
は
、
音
楽
は
い
つ
も
時
代
の
記
憶
と
結
び
つ
い
て
い
る

「
音
楽
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ　

明
日
も
笑
顔
で
い
る
た
め
に
」
と
題
し
て

清
泉
女
学
院
短
期
大
学
山
﨑
浩
教
授
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
朝
ド
ラ
「
ブ
ギ

ヴ
ギ
」の
音
楽
を
担
当
し
て
い
る
モ
デ
ル「
服
部
良
一
」を
紹
介
し
、

戦
後
歌
い
続
け
て
い
る
「
青
い
山
脈
」
を
ピ
ア
ノ
演
奏
で
元
気
よ

く
歌
い
は
じ
め
、
昭
和
年
代
ご
と
の
懐
メ
ロ
の
紹
介
と
一
緒
に
歌

う
こ
と
で
気
持
ち
が
明
る
く
軽
く
な
り
ま
し
た
。

　

第
八
回
は
、「
紙
芝
居
昭
和
史
～
か
み
し
ば
い
を
知
る
と
懐
か

し
い
昭
和
の
世
相
が
見
え
て
く
る
」
と
題
し
て
清
泉
女
学
院
短
期

大
学
塚
原
成
幸
教
授
が
講
演
。
教
授
は
紙
芝
居
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク

と
し
て
40
年
以
上
活
動
し
て
き
て
い
ま
す
。
紙
芝
居
の
歴
史
は
、

日
本
発
祥
の
文
化
が
世
界
に
広
が
り
、
年
齢
、
性
別
、
人
種
、
信

仰
な
ど
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
多
様
な
人
材
を
生
か
す
と
紹
介
さ
れ
ま

し
た
。

　

最
終
講
義
の
第
九
回
は
、「
健
康
寿
命
を
延
ば
す
小
さ
な
習
慣
」

と
題
し
、
長
年
に
わ
た
り
村
民
の
健
康
管
理
指
導
を
い
た
だ
い
て

い
る
理
学
療
法
士
加
藤
弘
貴
氏
の
講
演
と
健
康
指
導
を
受
け
ま
し

た
。
小
川
村
の
健
康
管
理
に
長
年
携
わ
り
、
訪
問
診
療
や
定
期
講

習
会
を
開
催
す
る
な
ど
治
療
相
談
は
好
評
で
あ
り
ま
す
。
受
講
生

も
自
身
に
関
係
す
る
こ
と
が
多
い
の
か
真
剣
な
態
度
で
受
講
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　

３
月
１
日
に
全
講
義
は
終
了
を
迎
え
ま
し
た
。
終
了
後
、
染
野

隆
嗣
村
長
を
は
じ
め
ご
来
賓
の
ご
列
席
を
い
た
だ
き
「
閉
講
式
」

を
開
催
し
、
受
講
生
に
修
了
書
授
与
を
行
い
ま
し
た
。
修
了
書
を

受
け
取
る
皆
さ
ん
に
は
達
成
感
と
一
抹
の
さ
み
し
さ
が
感
じ
ら
れ
、

次
年
度
の
「
お
が
わ
熟
年
大
学
」
に
期
待
の
笑
み
を
浮
か
べ
席
を

立
た
れ
て
行
き
ま
し
た
。

 
「
お
が
わ
熟
年
大
学
」
は
高
齢
社
会
に
お
け
る
生
涯
学
習
と
し

て
の
重
要
な
機
能
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。
今
後
も
高
齢
者
学
習
と

し
て
新
た
な
感
覚
と
内
容
充
実
を
は
か
り
、
会
話
・
交
流
の
場
な

ど
を
検
討
し
、
参
加
者
拡
大
に
向
け
て
更
な
る
取
組
を
進
め
て
ま

い
り
ま
す
。

⑤
人
権
講
演
会

⑦
昭
和
の
懐
メ
ロ

⑧
紙
芝
居
昭
和
史



恩
師
か
ら
受
け
取
り
、
当
時
と
の

思
い
を
確
認
し
夢
に
向
か
っ
て
挑

み
、
進
ん
で
下
さ
い
。

　

二
十
歳
の
ス
ピ
ー
チ
を
一
部
抜
粋

で
紹
介
し
ま
す
。

★
代
表
者
挨
拶

　
　
　
　

岡
田　

羽
立
さ
ん

　

小
川
で
育
っ
た
私
た
ち
は
今
、
そ

れ
ぞ
れ
の
道
を
進
ん
で
い
ま
す
。
大

学
や
専
門
学
校
で
日
々
勉
強
に
励
ん

で
い
る
人
、
就
職
し
毎
日
仕
事
に
奮

闘
し
て
い
る
人
な
ど
、
お
か
れ
て
い

る
立
場
は
異
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ

れ
が
自
分
の
目
標
に
向
か
っ
て
日
々

　

令
和
６
年
１

月
３
日
、
小
川

村
公
民
館
で
令

和
六
年
小
川
村

二
十
歳
を
祝
う

会
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
昨
年
連

休
明
け
５
月
８

日
に
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス

の
感
染
症
法
上
の
位
置
づ
け
が
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
同

じ
「
５
類
」
に
移
行
し
、
マ
ス
ク
着
用
が
な
い
開
催
と
な
り
、

対
象
総
勢
16
名
の
う
ち
1�
名
が
出
席
し
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
に

あ
た
り
お
祝
い
の
言
葉
や
仲
間
の
言
葉
に
責
任
を
感
じ
て
い
る

よ
う
で
し
た
。

　

式
終
了
後
は
中
学
時
代
に
書
い
た
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
の
手
紙
を

� 4

新
た
な
未
来
へ　

 

～
二
十
歳
を
祝
う
会
～

女子 4 名 男子 9 名
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邁
進
し
て
い
ま
す
。
責
任
あ
る
行
動
と
周
囲
の
人
に
気

を
配
っ
た
対
応
の
で
き
る
、
そ
ん
な
大
人
に
な
っ
て
い

け
る
よ
う
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　

大
好
き
な
小
川
村
が
い
つ
も
変
わ
ら
ず
に
あ
る
こ
と

を
、
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
。

　
※
今
年
も
先
輩
で
あ
る
和
田
勇
巳
さ
ん
が
撮
影
編
集
の

ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
ム
ー
ビ
ー
を
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

左
上
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

抱 

負

二十歳の夢を確認

恩
師
か
ら
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
を
受
け
取
る
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和
田　

庄
市
さ
ん

（
味
大
豆
）

　
「
昔
は
林
業
が

盛
ん
で
新
潟
や
群

馬
ま
で
材
木
の
集

荷
に
行
っ
た
も
ん

だ
よ
。」
と
懐
か

し
そ
う
に
お
話
を

し
て
く
だ
さ
っ
た

の
は
和
田
庄
市
さ

ん
86
歳
。
５
・
６
年
前
ま
で『
和
田
林
業
』を
営
ん
で
い
ま
し
た
。

　

庄
市
さ
ん
は
５
人
兄
弟
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
が
、

７
歳
の
時
に
父
親
が
亡
く
な
り
、
そ
れ
以
降
、
祖
父
に
育
て
ら

れ
ま
し
た
。
中
学
校
卒
業
後
は
高
校
進
学
を
望
ん
で
い
ま
し
た

が
、
中
学
校
卒
業
の
頃
に
そ
れ
ま
で
父
親
代
わ
り
で
育
て
て
く

れ
た
祖
父
が
亡
く
な
り
、
一
家
を
支
え
る
た
め
進
学
を
諦
め
百

姓
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
百
姓
を
継
い
だ
も

の
の
現
金
収
入
が
少
な
く
、
何
と
か
現
金
収
入
を
増
や
せ
な
い

も
の
か
と
考
え
た
庄
市
さ
ん
。
そ
の
頃
、
山
か
ら
切
り
出
し
た

材
木
を
薪
と
し
て
学
校
や
駅
な
ど
に
売
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
目
を
つ
け
現
金
収
入
に
な
る
と
思
い
林
業
を
始
め
る
こ
と
に

し
ま
し
た
。

　

林
業
は
、
一
人
で
出
来
る
仕
事
で
は
な
い
た
め
、
近
所
の
人

に
声
を
か
け
一
緒
に
作
業
し
た
そ
う
で
す
。
徐
々
に
、
仕
事
が

軌
道
に
乗
り
始
め
、
小
川
の
山
は
も
ち
ろ
ん
、
中
条
や
信
更
の

山
で
も
仕
事
を
し
た
そ
う
で
、
多
い
時
に
は
10
人
ほ
ど
雇
い
、

従
業
員
が
寝
泊
ま
り
で
き
る
よ
う
に
作
業
小
屋
の
２
階
に
部
屋

を
準
備
し
、
四
国
か
ら
炊
飯
す
る
人
も
住
み
込
み
で
来
て
い
た

時
期
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
ま
た
、
毎
年
11
月
か
ら
３
月
ま
で

は
大
町
に
下
請
け
を
頼
む
く
ら
い
繁
盛
し
て
い
た
そ
う
で
、
ま

だ
残
る
作
業
小
屋
に
は
使
用
し
て
い
た
道
具
が
い
く
つ
か
残
っ

て
お
り
当
時
の
活
気
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
林
業
で
一

番
大
変
だ
っ
た
こ
と
は「
力
仕
事
」と
、意
外
に
も「
営
業
」だ
っ

た
そ
う
で
す
。山
や
材
木
の
売
買
は
人
と
の
交
渉
に
な
る
た
め
、

力
仕
事
と
は
ま
た
違
っ
た
大
変
さ
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
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こ
の
よ
う
に
林
業
が
栄
え
た
背
景
に
は
、
国
産
の
木
の
需
要

が
大
き
く
高
値
で
売
買
さ
れ
、
�0
年
前
ほ
ど
ま
で
は
山
の
木
の

伐
採
、
植
え
替
え
を
す
る
と
補
助
金
を
も
ら
え
る
制
度
も
あ
っ

た
か
ら
の
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
海
外
か
ら
材
木
が
輸
入
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
林
業
が
衰
退
し
始
め
た
そ
う
で
す
。

　
「
昔
は
山
が
売
れ
た
。
木
の
価
格
は
本
数
と
大
き
さ
で

決
ま
っ
た
。
寺
や
神
社
で
使
わ
れ
た
欅
の
木
な
ん
て
１
本

１
０
０
万
円
の
時
も
あ
っ
た
。
小
川
に
家
具
を
作
る
職
人
も

い
た
。
で
も
、
外
国
の
木
が
入
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
国

産
の
木
は
価
格
が
下
が
り
売
れ
な
く
な
っ
て
、
ダ
メ
に
な
っ

た
」
と
残
念
そ
う
に
話
す
庄
市
さ
ん
。
林
業
は
生
活
の
た
め

に
や
っ
た
仕
事
で
、
ご
自
身
の
お
子
さ
ん
が
女
の
子
だ
っ
た

と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
庄
市
さ
ん
は
自
分
一
代
で
林
業
は
終

わ
る
つ
も
り
で
い
た
そ
う
で
す
。

　

一
代
で
林
業
を
築
い
た
庄
市
さ
ん
が
今
思
う
こ
と
は
、「
こ

の
仕
事
に
携
わ
る
人
も
減
り
、
伐
採
適
齢
期
に
な
っ
た
木
が

伐
採
さ
れ
ず
荒
れ
た
山
が
増
え
て
い
る
。
そ
ん
な
雑
木
山
を

切
り
開
き
、
国
産
材
木
を
昔
の
よ
う
に
利
用
し
て
も
ら
い
た

い
。」
と
い
う
こ
と
で
す
。
ご
自
宅
に
は
自
分
が
切
り
出
し
た

木
で
作
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
家
具
が
い
く
つ
か
置
い
て
あ

り
ま
す
。
ど
の
家
具
も
ど
っ
し
り
と
重
厚
感
が
あ
り
、
味
の

あ
る
木
の
色
合
で
国
産
材

木
の
良
さ
を
改
め
て
実
感

し
ま
し
た
。

　

今
回
取
材
し
、
国
産
材

木
の
良
さ
を
知
る
こ
と
が

で
き
、
そ
の
材
木
を
供
給

す
る
職
業
と
し
て
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
環
境
保
全

と
い
う
視
点
か
ら
も
林
業

は
絶
や
し
て
は
い
け
な
い

産
業
だ
と
思
い
ま
し
た
。

材
木
を
動
か
す
「
と
び
」

仕事で活躍したチェーンソー



時
代
か
ら
、
人
・
物
資
な
ど
往
来
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
夏
和
山
部
、
花
尾
外
石
、
上
野
柏
土
、
成
就
へ
の
峰

通
へ
の
接
続
古
道
と
し
て
今
で
も
一
部
で
道
方
が
残
っ
て
い
ま

す
。（
道
路
の
車
道
と
、一
部
手
入
れ
が
行
き
届
か
な
い
場
所
は
、

藪
に
覆
わ
れ
て
い
ま
す
。）

☆
当
時
の
情
勢
を
整
理
…

〇
明
治
新
政
府
が
行
っ
た
政
策

　

•
明
治
３
年
、
身
分
制
の
廃
止
令

　
　
　
　

→
士
農
工
商
か
ら
四
民
平
等
の
新
し
い
時
代
へ

　
　
　
　

→
苗
字
の
使
用
（
後
の
戸
籍
法
）

　

•
明
治
４
年
、
貨
幣
法
の
改
正

　
　
　
　

→
旧
貨
や
藩
札
か
ら
新
貨
に
引
き
換
え

　

•
明
治
４
年
、
地
券
の
交
付

　
　
　
　

→
土
地
の
所
有
を
認
め
る

　

•
明
治
５
年
、
学
制
が
制
定

　
　
　
　

→
学
校
開
設

　

•
明
治
５
年
、
太
陽
暦
の
採
用

　
　
　
　

→
1�
月
�
日
で
翌
年
1
月
1
日
に

　
　
　

→
当
時
の
暦
は
太
陰
暦
（
旧
暦
）、
翌
年
潤
年
の
1�

8

　

小
川
村
の
東
の
玄
関
口「
夏
和
山
部
市
之
口
集
落
」か
ら「
鴨

之
尾
三
貫
地
集
落
」
ま
で
土
尻
川
左
岸
に
迫
り
出
し
た
尾
根
の

「
志
神
原
」

歴
史
探
索

鴨之尾

広
い
原
っ
ぱ
を
「
志
神
原
」

と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
ご

存
じ
で
す
か
？

　

今
回
は
志
神
原
周
辺
が
時

代
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
変

化
し
た
の
か
関
連
を
調
べ
て

み
ま
し
た
。

☆
１
５
０
年
前
に
街
道
？

〇
竹
生
街
道

　

明
治
７
（
１
８
７
４
）
年

ま
で
市
之
口
か
ら
登
り
、
志

神
原
を
通
っ
て
、
今
の
夏
和

区
生
活
セ
ン
タ
ー
ま
で
下
る

街
道
を
竹
生
街
道
と
称
し
、

江
戸
の
松
代
藩
統
治
以
前
の

志神原
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カ
月
は
財
政
的
に
給
与
支
払
い
が
厳
し
く
、
太
陽

暦
（
新
暦
）
1�
ヶ
月
に
切
り
替
え
た

〇
高
府
街
道

　

明
治
６
年
１
月
に
竹
生
、
夏
和
、
上
野
、
花
尾
の
４
か
村
が

「
竹た
け
ぶ生
村む
ら

」
に
合
併
、
明
治
８
年
８
月
に
竹
生
村
と
久
木
村
が

合
併
し
、「
高た
か
ふ府

村
」
が
誕
生
。
来
年
で
改
名
１
５
０
年
目
を

迎
え
ま
す
。

　

こ
の
年
、
志
神
原
の
竹
生
街
道
を
登
ら
ず
、
土
尻
川
左
岸
に

新
設
街
道
「
高
府
街
道
」
が
出
来
ま
し
た
。

☆
疑
問　
「
竹
生
」
→
「
高
府
」

〇
な
ぜ
名
称
を
改
名
し
た
の
か
？

•
当
時
、
竹
生
村
の
合
併
書
類
を
、
県
の
役
人
が
「
チ
ク
シ
ョ

ウ
」
と
呼
び
間
違
え
た
。
村
役
人
が
恥
を
か
い
た
た
め
改
名

し
た
と
あ
り
ま
す
。

〇
大
町
街
道

•
道
路
改
良
は
地
元
の
関
係
自
治
体
の
義
損
金
の
割
当
で
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
。
道
路
改
良
と
と
も
に
運
送
業
も
発
達
し
、

長
野
か
ら
大
町
間
の
「
高
府
街
道
」
は
明
治
��
年
「
大
町
街

道
」
と
改
称
さ
れ
ま
し
た
。

☆
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
道
路
新
設
と
と
も
に

〇
県
道
長
野
大
町
線

•
平
成
10
（1998

）
年
冬
季
長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
に
合
わ

せ
、
長
野
白
馬
間
の
道
路
整
備
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に

よ
り
、
志
神
原
か
ら
土
尻
川
へ
突
き
出
し
た
尾
根
�
か
所
を

削
り
取
り
、
長
野
か
ら
白
馬
間
の
道
路
ア
ク
セ
ス
が
良
く
な

り
、
日
当
た
り
や
風
通
り
が
増
し
ま
し
た
。

〇
地
形
が
変
わ
る
前
は
…

•
春
の
突
風
で
、
西
風
が
鴨
之
尾
地
区
を
強
く
通
り
抜
け
て
い

ま
し
た
。
過
去
の
火
災
で
昭
和
�8
年
4
月
子
供
の
火
遊
び
で

鴨
之
尾
1
件
の
火
の
元
か
ら
、
強
風
に
あ
お
ら
れ
東
側
の
大

川
4
件
へ
飛
び
火
し
、
火
災
の
灰
は
、
隣
の
中
条
住
良
木
の

花か
ぞ
う
の園

地
区
ま
で
舞
っ
て
い
っ
た
と
地
元
の
方
が
話
さ
れ
ま

し
た
。

•
夏
は
風
が
通
ら
ず
蒸
し
暑
く
、
稲
作
で
は
毎
年
イ
モ
チ
病
が

発
生
し
て
い
ま
し
た
。
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天
然
色
素
に
魅
せ
ら
れ
て

　

松
本　

博
子
（
成
就
）

　

松
本
さ
ん
は
、
長
野
市
中
条
の
保
育
園
に
長
年

に
わ
た
り
勤
務
し
、
保
育
・
幼
児
教
育
に
携
わ
り
子

供
た
ち
の
成
長
を
見
守
っ
て
き
ま
し
た
。

　

平
成
19
年
に
「
工
房　

食
彩
」
を
開
設
し
、
農
産
物
直
売
所
、

道
の
駅
な
ど
で
や
し
ょ
う
ま
の
販
売
を
始
め
ま
し
た
。

　

お
釈
迦
様
が
入
滅
さ
れ
た
２
月
1�
日
の
涅ね
は
ん
え

槃
会
の
お
供
え
物
か

ら
は
じ
ま
っ
た「
や
し
ょ
う
ま
」。

名
前
の
由
来
に
は
、
団
子
を
手

で
少
し
固
く
握
る
と
馬
の
形
に

似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
「
や
せ

馬
」
→
「
や
し
ょ
う
ま
」
と
訛
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

お
釈
迦
様
が
お
亡
く
な
り
に
な

ら
れ
る
と
き
、弟
子
の
中
の
「
ヤ

シ
ョ
」
が
、
米
の
粉
で
作
っ
た

人
生
百
年　

私
の
生
き
が
い

お
団
子
を
差
し
上
げ
た

と
こ
ろ
、
お
釈
迦
様
が

「
ヤ
シ
ョ
、
う
ま
か
っ
た

ぞ
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ

か
ら
つ
い
た
と
も
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

基
本
の
形
は
細
長
い
棒
状
の
団
子
を
凸
状
に
し
た
も
の
で
、
三

角
形
に
似
た
も
の
、
真
ん
中
の
く
び
れ
た
分
銅
形
、
花
弁
の
形
を

し
た
も
の
な
ど
様
々
あ
り
ま
す
。
松
本
さ
ん
は
梅
や
桜
、
パ
ン
ダ

や
ク
マ
な
ど
の
絵
柄
の
や
し
ょ
う
ま
を
数
多
く
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

絵
柄
は
無
限
に
あ
り
、
工
夫
次
第
で
ど
う
す
る
事
も
で
き
る
の

で
、
奥
が
深
い
け
れ
ど
考
え
る
こ
と
が
楽
し
く
て
仕
方
な
い
そ
う

で
す
。

　

心
掛
け
て
い
る
こ
と
は「
見
て
楽
し
む
」「
食
べ
て
お
い
し
い
」「
誰

も
が
安
心
し
て
食
べ
ら
れ
る
」
な
の
で
、
米
粉
も
自
家
米
、
着
色

の
ビ
ー
ツ
も
栽
培
す
る
よ
う
に
し
た
そ
う
で
す
。

　
一
人
で
も
多
く
の
方
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
、
作
っ
て
も
ら
い
た

い
、
次
世
代
の
人
に
伝
え
た
い
、
こ
の
気
持
ち
が
松
本
さ
ん
の
や

し
ょ
う
ま
作
り
の
手
を
止
め
さ
せ
な
い
よ
う
で
す
。



11

　

染
野
利
喜
雄
（
二
反
田
）

（
元
郵
便
局
員
）

　

前
号
に
引
き
続
き
、
昭
和
40
年
前
後
の
地
域
で
使
わ
れ
て
い
た

生
活
道
路
に
つ
い
て
、
毎
日
郵
便
配
達
を
し
た
方
に
再
度
お
話
を

伺
い
ま
し
た
。

　

朝
８
時
に
郵
便
局
に
出
局
し
た
染
野
利
喜
雄
さ
ん
。
郵
便
物
の

配
達
組
み
と
新
聞
屋
か
ら
届
い
た
朝
刊
を
持
っ
て
、
局
を
出
発
し

ま
す
。

　

最
初
の
配
達
ポ
ス
ト
は
瀬
戸
川
と
小
川
川
の
合
流
の
川
手
地
区

の
土
合
か
ら
、
小
川
川
の
上
流
を
目
指
し
て
沢
沿
い
の
坂
、
奈
良

尾
、
芋
之
沢
、
脇
道
を
上
り
下
り
の
出
い
づ
っ
ぽ
う
法
、
楮
か
ず
ば
た
け畑を
進
み
、
沢
之

宮
の
手
前
を
水
谷
に
上
り
、
神
楽
岡
、
久
津
の
桐
山
診
療
所
・
桐

山
分
校
を
配
達
し
、
お
昼
は
指
定
場
所
で
休
憩
し
ま
す
。
午
後
は

山
を
越
え
て
の
白
地
、
西
の
尾
根
沿
い
下
の
今
崩
、
沢
筋
に
下
る

間
瀬
口
か
ら
天
狗
岩
を
登
っ
て
李
平
、
石
原
牧
を
下
っ
て
沢
之
宮
、

美
麻
の
青
具
か
ら
の
古
道
へ
つ
な
が
る
村
境
手
前
の
野
間
へ
上
り

下
り
し
、
16
時
頃
ま
で
に
局
に
戻
る
コ
ー
ス
を
一
筆
書
き
で
網
羅

し
ま
す
。

生
活
古
道

桐
山

②

　

桐
山
区
域
内
は
谷
を
隔
て
た

集
落
を
行
く
に
、
郵
便
物
が
無

く
て
も
、
新
聞
の
朝
刊
を
郵
送

で
購
読
し
て
い
る
個
人
宅
へ
毎

日
配
達
し
た
そ
う
で
す
。

芋
之
沢
か
ら
楮
畑
の
間
は
、

岩
が
迫
り
出
し
、
青あ
お
き
だ
ち

木
立
、

七し
ち
や
し
ろ

八
城
を
通
る
に
落
石
に
注
意

し
な
が
ら
、
歩
い
た
と
話
さ
れ

ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
10
年
間
、
バ
イ
ク

や
車
が
増
え
、
徒
歩
か
ら
の
配

達
か
ら
、
バ
イ
ク
に
よ
る
配
達

へ
と
切
り
替
わ
り
、
交
通
が
不

便
な
集
落
を
対
象
に
集
落
整
備

事
業
を
活
用
し
、
集
落
移
転
が

行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
細
い
生

活
道
路
は
使
わ
れ
ず
草
木
に
覆

わ
れ
て
い
き
ま
し
た
。

※
お
詫
び　

全
号
の
掲
載
で
、「
中
学

校
を
卒
業
」
と
紹
介
し
ま
し
た
が
、

「
高
校
を
卒
業
」
の
誤
り
で
す
。

 
※車社会になる前まで、毎日使っていた細い生活道路を、生活古道として紹介します。 
 
 

配達コース （塗り潰しマスは、住居人がいない集落） 

 

 

 

 
 

野間 

白 地 今 崩 

李

平 

間
瀬
口 ○〒  

沢之宮 

神楽岡 

夫
婦
岩 

白
馬
村
峰
方 

古山西境明賀 

美 麻 青 具 

鬼無里一之坂 

楮
畑

か
ず
ば
た
け 

出法
いづっぽう

 高戸谷道 

川上持京、鬼無里西京 

土

合 

坂 

奈

良

尾 

芋

之

沢 

久 津 
(分校、診療所) 

水
谷 

石原牧 

配達コース（塗り潰しマスは、住居人がいない集落）

お
団
子
を
差
し
上
げ
た

と
こ
ろ
、
お
釈
迦
様
が

「
ヤ
シ
ョ
、
う
ま
か
っ
た

ぞ
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ

か
ら
つ
い
た
と
も
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

基
本
の
形
は
細
長
い
棒
状
の
団
子
を
凸
状
に
し
た
も
の
で
、
三

角
形
に
似
た
も
の
、
真
ん
中
の
く
び
れ
た
分
銅
形
、
花
弁
の
形
を

し
た
も
の
な
ど
様
々
あ
り
ま
す
。
松
本
さ
ん
は
梅
や
桜
、
パ
ン
ダ

や
ク
マ
な
ど
の
絵
柄
の
や
し
ょ
う
ま
を
数
多
く
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

絵
柄
は
無
限
に
あ
り
、
工
夫
次
第
で
ど
う
す
る
事
も
で
き
る
の

で
、
奥
が
深
い
け
れ
ど
考
え
る
こ
と
が
楽
し
く
て
仕
方
な
い
そ
う

で
す
。

　

心
掛
け
て
い
る
こ
と
は「
見
て
楽
し
む
」「
食
べ
て
お
い
し
い
」「
誰

も
が
安
心
し
て
食
べ
ら
れ
る
」
な
の
で
、
米
粉
も
自
家
米
、
着
色

の
ビ
ー
ツ
も
栽
培
す
る
よ
う
に
し
た
そ
う
で
す
。

　
一
人
で
も
多
く
の
方
に
知
っ
て
も
ら
い
た
い
、
作
っ
て
も
ら
い
た

い
、
次
世
代
の
人
に
伝
え
た
い
、
こ
の
気
持
ち
が
松
本
さ
ん
の
や

し
ょ
う
ま
作
り
の
手
を
止
め
さ
せ
な
い
よ
う
で
す
。

※
車
社
会
に
な
る
前
ま
で

毎
日
使
っ
て
い
た
細
い

生
活
道
路
を
、
生
活
古

道
と
し
て
紹
介
し
ま
す
。



1�

第 114 号
図書委員会

1�1�

　

昨
年
1�
月
16
日
土
曜
日
、
公
民
館
に
て
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ベ
ン
ト

を
開
催
し
ま
し
た
。村
在
住
の
子
ど
も
18
人
と
大
人
達
が
集
ま
り
、

図
書
室
は
華
や
か
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
ま
し
た
。
３
時
間
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
は
自
由
度
が
高
く
、
図
書
委
員
に
よ
る
読
み
聞
か
せ
を
堪

能
す
る
も
よ
し
、
ク
リ
ス
マ
ス
折
り
紙
を
楽
し
む
も
よ
し
、
お
気

に
入
り
の
本
を
静
か
に
読
む
も
よ
し
、
参
加
者
が
過
ご
し
方
を
決

め
ま
し
た
。
読
み
聞
か
せ
は
10
冊
以
上
に
及
び
、
季
節
絵
本
に
加

え
、
リ
ク
エ
ス
ト
で
五
味
太
郎
「
さ
る
る
る
る
」「
さ
る
る
る
ふ
」

な
ど
思
わ
ず
笑
み
が
こ
ぼ
れ
る
よ
う
な
本
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
特
別
企
画
の
お
菓
子
パ
ー
テ
ィ
ー
は
大
盛
り
上
が

り
！　

図
書
室
隣
の
談
話
室
を
ク
リ
ス
マ
ス
風
に
飾
り
付
け
て
、

持
ち
寄
り
の
お
菓
子
を
分
け
合
っ
て
食
べ
ま
し
た
。
見
た
目
に
も

お
な
か
に
も
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　

小
川
村
の
子
ど
も
た
ち
は
本
が
好
き
な
こ
と
を
改
め
て
感
じ
た

微
笑
ま
し
い
イ
ベ
ン
ト
と
な
り
ま
し
た
。

 

「
図
書
室
に
遊
び
に
お
い
で
！
」

図書委員の読み聞かせ。
「12 月のクリスマス」
「サンタさんありがとう」など

折
り
紙
コ
ー
ナ
ー
。
サ
ン
タ
さ
ん
や

ツ
リ
ー
な
ど
の
小
さ
な
も
の
か
ら

リ
ー
ス
の
大
作
ま
で

テ
ー
ブ
ル
に
並
ん
だ
山
盛
り
の
お
菓

子
に
大
興
奮
！

図
書
室
の
本
棚
も
ク
リ
ス
マ
ス

仕
様
に

冬
の
ミ
ニ
イ
ベ
ン
ト
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                  『
パ
ン
ど
ろ
ぼ
う 

と 
   　

な
ぞ
の
フ
ラ
ン
ス
パ
ン
』

　
　

 　
　

 

柴
田
ケ
イ
コ

1�

守も
り
や屋　

杏あ
ん 

ち
ゃ
ん

　    　   

『
わ
た
し
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
』

　
　

 　
　
　
に
し
ま
き
か
よ
こ

『子どもに読んで聞かせたい本は？』

  令和5年5月生まれの赤ちゃん

 

～
談
話
室

　

公
民
館
に
あ
る
談
話
室
は
知
る

人
ぞ
知
る
憩
い
の
ス
ペ
ー
ス
。
誰

で
も
予
約
な
し
で
利
用
で
き
る
多

目
的
な
場
所
と
し
て
開
放
し
て
い

ま
す
。
飲
食
Ｏ
Ｋ
な
の
で
、
読
書

の
合
間
の
ひ
と
休
み
に
、
お
仲
間

と
の
お
茶
時
間
に
と
、
気
軽
に
利

用
し
て
み
て
く
だ
さ
い
ね
。

〜生後 6ヶ月の赤ちゃんへ　本のプレゼント〜

中な
か
む
ら村　

朱あ
か
り莉 

ち
ゃ
ん

　
「
デ
ジ
と
し
ょ
信
州
」
は
、
県
民
な
ら
誰
で

も
無
料
で
利
用
で
き
る
オ
ン
ラ
イ
ン
図
書
館

サ
ー
ビ
ス
で
す
。
そ
の
特
徴
の
一
つ
に
英
語
本

を
ネ
イ
テ
ィ
ブ
が
読
み
聞
か
せ
す
る
機
能
が
あ

る
の
を
ご
存
じ
で
す
か
？

　

例
え
ば
、「
は
ら
ぺ
こ
あ
お
む
し
」（T

H
E 

V
ERY

 H
U

N
GRY

 CA
T

ERPILLA
R

）
の

英
語
本
を
借
り
て
、
画
面
上
で
ペ
ー
ジ
を
め

く
っ
て
い
く
と
同
時
に
英
語
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が

流
れ
ま
す
。
家
で
専
門
性
の
高
い
英
語
教
育
も

可
能
だ
と
、
最
近
愛
用
し
て
い
ま
す
。
本
の
種

類
も
多
い
の
で
、ぜ
ひ
試
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

本棚の本を借りる
こともできます。
新聞も常設

図
書
室
の

楽
し
み
方

【デジとしょ信州】活用

本を通して、
    英語力を育む

デジとしょ信州を利用した実際の画面
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２
月
10
日
㈯
、
小
川
村

公
民
館
で
第
1�
弾
「
音
楽

と
ワ
イ
ン
を
楽
し
む
夕
べ

２
０
２
４
」
む
ら
び
と
の

交
流
パ
ー
テ
ィ
ー
編
が
4

年
ぶ
り
に
視
聴
覚
委
員
会
の
企
画
に
よ
り
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
４
組
の
演
者
に
よ
る

素
敵
な
歌
と
演
奏
と
語
り
部
と
と
も
に
ワ
イ

ン
を
嗜
み
ま
し
た
。

　

１
組
目
（
写
真
①
）
は
、
ア
コ
ー
ス
テ
ィ
ッ

ク
ギ
タ
ー
で
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
を
弾
き
語
る

味
大
豆
の
和
田
重
孝
さ
ん
と
栗
本
の
田
澤
正

信
さ
ん
の
２
名
に
よ
る
ア
コ
ギ
会
。
先
日
歌

手
で
亡
く
な
っ
た
谷
村
新
司
さ
ん
が
グ
ル
ー
プ
活
動

し
た
ア
リ
ス
の
「
チ
ャ
ン
ピ
オ

ン
」
な
ど
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
大

盛
期
の
昭
和
ソ
ン
グ
演
奏
が
あ

り
ま
し
た
。
続
い
て
２
組
目
は

島
田
の
酒
井
若
菜
さ
ん
が
ウ
ク

レ
レ
の
弾
き
語
り
に
よ
る
心
が

ホ
ッ
と
す
る
歌
声
を
聞
か
せ
て
く
れ
ま

し
た
。
３
組
目
（
写
真
②
）
は
、
柏
土

の
太
田
冴
加
さ
ん
が
絵
本
の
読
み
聞
か

せ
を
行
い
、
優
し
い
語
り
口
調
で
来
場

者
を
惹
き
つ
け
て
く
れ
ま
し
た
。
バ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
は
ウ
ク

レ
レ
の
酒
井
さ
ん
が
協
力
！

　

４
組
目
（
写
真
③
）
の
最
後
の
ト
リ
を
一
週
間
前

に
急
き
ょ
結
成
し
た
バ
ン
ド
で
ピ
ア
ノ
の
下
北
尾
の

江
口
歩
さ
ん
、
バ
イ
オ
リ
ン
の
向
清
水
坂
の
和
田
博

之
さ
ん
、
ボ
ー
カ
ル
の
上
野
の
塚
田
綾
子
さ
ん
、
ギ

タ
ー
の
和
田
優
孝
さ
ん
の
４
人
に
よ
る
素
敵
な
演
奏

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

演
奏
の
合
間
に
は
、
徳
武
道
人
さ
ん
と
山
口
カ
ー

ラ
さ
ん
の
コ
ン
ビ
に
よ
る
司
会
進
行
で
ゲ
ー
ム
な
ど
を
行
い
な
が

ら
会
場
を
盛
り
上
げ
て
い
た
だ
き
、
イ
ベ
ン
ト
の
名
の
と
お
り

た
く
さ
ん
の
交
流
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

　

会
場
の
音
響
、
照
明
、
映
像
上
映
な

ど
で
支
え
て
い
た
だ
い
た
視
聴
覚
委
員

の
皆
さ
ん
（
写
真
④
）
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

①

②

③

司会のお二人

④



1�

※
長
年
協
力
頂
い
た
方
に
表
彰
の
授
与
が
あ
り
ま
し
た
。

◎
社
会
教
育
・
公
民
館
関
係

□
長
野
県
社
会
教
育
委
員
連
絡
協
議
会
表
彰

•
西
沢
榮
之
助　

前
小
川
村
社
会
教
育
委
員　

1�
年
間

•
古
屋　

源
吾　

前
小
川
村
社
会
教
育
委
員　

1�
年
間

□
長
野
県
公
民
館
運
営
協
議
会
公
民
館
活
動
推
進
功
労
者
表
彰

•
松
本　

貴
秀　

前
小
川
村
公
民
館
長　
　
　
　

�
年
6
ヶ
月

•
丸
田　
　

勉　

小
川
村
公
民
館
視
聴
覚
委
員　

41
年
6
ヶ
月

•
大
久
保
雅
夫　

小
川
村
公
民
館
視
聴
覚
委
員　

��
年
6
ヶ
月

•
和
田　

久
憲　

小
川
村
公
民
館
視
聴
覚
委
員　

��
年
４
ヶ
月

※
第
十
一
代
小
川
村
公
民

館
長
の
掲
額
式
が
5

月
19
日
に
行
わ
れ
ま

し
た
。

お
知
ら
せ

小
川
村
文
化
協
会　

作
品
展
・
ス
テ
ー
ジ
発
表
会

　

３
月
２
・
３
日
、
小
川
村
公
民
館
に
て
小
川
村
文
化
協
会
作

品
展
・
ス
テ
ー
ジ
発
表
会
が
５
年
ぶ
り
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

①岳響
②キッズ
　　ダンス
③中学校
　吹奏楽部
④雅楽
⑤詩吟
⑥謡曲
⑦⑧作品展

⑧

⑦

②

⑤ ⑥

①

③ ④
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春
の
う
ご
め
き
を
呼
ぶ

　
　
　
　
　
　
　

福
寿
草

♥
春
を
告
げ
る
福
寿
草

　

雪
解
け
の
大
地
に
い
ち
早
く
春
の

訪
れ
を
告
げ
る
花
、
福
寿
草
。
江
戸

時
代
に
は
一
番
に
春
を
告
げ
る
と
い
う

意
味
で
「
福
告
ぐ
草
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
そ
う
で
、
開
花
期
間
が
長
く
長
寿
を
呼
ぶ
め
で
た
い
花
と

し
て
も
愛
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
縁
起
の
い
い
福
寿
草
の

花
言
葉
は
「
永
久
の
幸
福
、
思
い
出
、
幸
福
を
招
く
、
祝
福
」。

春
を
呼
び
、
幸
せ
を
招
く
福
寿
草
に
つ
い
て
改
め
て
調
べ
て
み

ま
し
た
。

♥
共
存
物
語
？

　

福
寿
草
が
咲
き
始
め
る
頃
、
冬
ご
も
り
し
て
い
た
虫
た
ち

も
春
の
気
配
を
感
じ
活
動
を
始
め
ま
す
。
ま
だ
寒
さ
の
残
る

中
、
そ
こ
に
は
福
寿
草
と
虫
た
ち
の
共
存
物
語
が
あ
り
ま
す
。

お
わ
ん
型
を
し
た
福
寿
草
の
花
は
、
太
陽
光
を
花
の
中
心
に

集
め
る
こ
と
で
、
外
気
温
よ
り
も
10
度
高
く
な
り
ま
す
。
蜜

の
な
い
福
寿
草
は
他
の
ど
の
山
野
草
よ
り
も
い
ち
早
く
咲
き
、

密
の
代
わ
り
に
集
め
た
太
陽
光
の
熱
で
、
寒
さ
で
活
動
能
力

が
鈍
い
虫
た
ち
を
誘
う
の
で
す
。
福
寿
草
で
温
ま
っ
た
虫
た
ち

は
、
元
気
に
な
り
次
の
福
寿
草
へ
と
花
粉
を
運
び
ま
す
。
こ
う

し
て
、
春
一
番
に
開
花
す
る
福
寿
草
と
虫
た
ち
は
、
お
互
い
を

助
け
合
う
関
係
を
築
い
て
い
ま
す
。

♥
巡
り
来
る
春
に

　

ま
だ
冬
の
寒
さ
が
残
る
冷
た
い
大
地
か
ら
黄
色
の
可
愛
ら

し
い
花
を
咲
か
せ
る
福
寿
草
を
目
に
す
る
と
、
厳
し
い
冬
が
終

わ
る
安
堵
感
と
、
春
の
日
差
し
の
暖
か
さ
を
感
じ
幸
せ
な
気

持
ち
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
冬
ご
も
り
し
て
い
た
虫
た
ち
が

春
の
気
配
に
う
ご
め
く
よ
う
に
、
私
達
も
新
し
い
生
活
や
物

事
の
始
ま
る
に
あ
た
り
気
持
ち
が
一
新
し
ま
す
。

　

福
寿
草
を
は
じ
め
、
春
の
訪
れ
を
教
え
て
く
れ
る
山
野
草

に
恵
ま
れ
た
自
然
豊
か
な
村
の
環
境
に
感
謝
し
、
来
年
も
巡

り
来
る
春
の
訪
れ
を
楽
し
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

シリーズ  路端の小さな命 ⑥ 
　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一報ください。

前
文
の
情
景
を
漢
字
一
文
字
に
変
換
‼

蠢う
ご
め（

く
）

一文字
歳時記


