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三
郷
公
民
館
は
、
10
月
４
日
に
初

企
画
講
座
「
ふ
る
さ
と
巡
り
」
を
楡
地

区
で
開
催
し
た
。地
域
の
方
々
か
ら「
自

分
が
暮
ら
す
地
区
は
ど
ん
な
場
所
か
と

問
わ
れ
て
も
な
か
な
か
思
い
浮
か
ば
な

い
」
と
い
う
声
を
聞
き
、
企
画
し
た
講

座
で
あ
る
。
地
区
内
の
主
な
史
跡
を
巡

り
、
宝
物
を
知
り
、
地
区
内
の
顔
見
知

り
を
増
や
す
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
楡

地
区
公
民
館
と
の
共
催
で
開
催
し
、
参

加
者
も
楡
地
区
居
住
者
に
限
定
し
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
の
真
っ
た
だ
中
で
あ
っ
た

が
、
楡
地
区
の
み
な
さ
ん
の
理
解
の
も

と
感
染
防
止
対
策
に
ご
協
力
い
た
だ

き
、
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

参
加
者
は
小

学
生
２
人
を
含

む
12
人
で
、
講

師
の
元
三
郷
公

民
館
長
で
三
郷

郷
土
研
究
会
会

長
の
千
國
温ゆ

た
か

さ

ん
の
案
内
で
各

所
を
訪
れ
、
説

明
を
受
け
た
。

　

最
初
に
住
吉

神
社
を
訪
れ
、

祭
ら
れ
て
い
る

神
々
や
建
築
物

等
に
つ
い
て
話

を
聞
い
た
。
県

内
だ
け
で
な
く

全
国
に
あ
る
住

吉
神
社
と
の
関

係
に
つ
い
て
の

話
に
参
加
者
は

聞
き
入
っ
て
い

た
。
続
い
て
巡
っ
た
場
所
で
は
、
か
つ

て
郷
蔵
や
学
校
、
阿
弥
陀
堂
、
寺
院
な

ど
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
知
る
こ
と

が
で
き
た
。
そ
の
中
で
も
阿
弥
陀
堂

跡
と
龍
峰
寺
跡
の
両
地
に
残
っ
て
い

る
「
宝ほ

う
き
ょ
う
い
ん
と
う

筐
院
塔
」（
供
養
塔
）
が
、
安

曇
野
一
帯
で
は
希
少
な
中
世
の
石
造
塔

で
あ
る
と
い
う
説
明
を
受
け
、
古
く
か

ら
開
け
た
地
で
あ
る
こ
と
に
参
加
者
は

驚
き
の
様
子
だ
っ
た
。
後
半
に
訪
れ
た

銀い
ち
ょ
う
ど
う

杏
堂
で
は
、
貞
享
義
民
騒
動
で
重
要

な
役
割
を
果
た
し
た
小
穴
善
兵
衛
と
そ

の
家
族
が
眠
る
墓
石
の
前
に
佇
み
、
こ

の
地
を
守
っ
て
い
る
末ま

つ
え
い裔
の
小
穴
善
彰

さ
ん
か
ら
も
、
お
堂
や
墓
石
に
つ
い
て

の
話
を
聞
い
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
「
地
区
の
歴
史
が
よ

く
わ
か
る
企
画
だ
っ
た
」「
ま
た
や
っ

て
ほ
し
い
」
と
い
う
感
想
が
聞
か
れ
、

だ
っ
た
。
人
混

み
を
避
け
る
た

め
来
場
を
自
粛

し
た
方
も
あ
っ

た
た
め
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
も
、
地

域
か
ら
の
野

菜
、
果
物
、
海

苔
、
安
曇
野
放

牧
豚
、カ
レ
ー
、

お
や
き
な
ど
が

売
ら
れ
、
会
場

は
に
ぎ
わ
っ
て
い
た
。

　

明
科
い
い
ま
ち
つ
く
ろ
う
か
い
‼

は
、
平
成
24
（
２
０
１
２
）
年
12
月
に

明
科
公
民
館
が
明
科
支
所
と
の
複
合
施

設
と
し
て
市
内
の
他
地
域
に
先
駆
け
て

完
成
し
た
際
、
市
民
と
行
政
の
協
働
の

ま
ち
づ
く
り
を
構
築
し
、
活
気
に
満
ち

た
地
域
づ
く
り
の
た
め
の
住
民
組
織
と

し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。
地
域
に
あ
る
明

科
高
校
は
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
ま

ち
づ
く
り
に
は
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ

る
。
あ
や
め
ま
つ
り
の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ

ャ
ラ
ク
タ
ー
「
リ
ー
リ
オ
」
は
高
校
生

の
手
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
も
の
だ
。
今

年
は
参
加
が
か
な
わ
な
か
っ
た
が
、
例

年
は
潮
神
明
宮
の
お
祭
り
、
あ
や
め
ま

つ
り
や
こ
の
朝
市
で
水
風
船
や
綿
あ
め

な
ど
、
子
ど
も
た
ち
が
喜
ぶ
よ
う
な
出

店
で
協
力
し
て
く
れ
て
い
る
。

　

現
在
、
明
科
駅
周
辺
の
再
整
備
が
進

め
ら
れ
て
い
る
が
、「
市
」
が
人
と
人

と
の
交
流
の
場
と
し
て
駅
周
辺
部
の
に

ぎ
わ
い
に
つ
な
が
る
事
を
期
待
し
た

い
。

小
学
４
年
生
の
児
童
か
ら
は
「
楡
に
は

神
様
が
い
っ
ぱ
い
い
た
。
歴
史
が
た
く

さ
ん
あ
る
ん
だ
と
思
っ
た
」
と
喜
び
の

声
が
聞
け
た
。

　

平
成
30
（
２
０
１
８
）
年
、
明
科
い

い
ま
ち
つ
く
ろ
う
か
い
‼
発
足
５
周
年

記
念
事
業
と
し
て
始
め
た
「
明
科
う
ま

い
も
ん
朝
市
」
は
、
今
年
で
３
回
目
を

迎
え
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
開
催
そ
の

も
の
が
危
ぶ
ま
れ
た
も
の
の
、
９
月
６

日
、
無
事
に
開
催
す
る
事
が
で
き
た
。

当
日
は
台
風
の
影
響
に
よ
り
蒸
し
暑

く
、
不
安
定
な
空
模
様
で
あ
っ
た
が
、

幸
い
開
催
時
間
中
は
雨
に
降
ら
れ
る
こ

と
が
な
か
っ
た
。

　

三
密
回
避
の

観
点
か
ら
コ
ン

サ
ー
ト
な
ど
の

イ
ベ
ン
ト
の
開

催
は
見
送
り
、

例
年
会
場
と

し
て
い
る
明
科

公
民
館
前
の
駐

車
場
を
広
く
使

い
、
他
地
域
へ

の
ポ
ス
タ
ー
・

チ
ラ
シ
の
配
布

を
中
止
し
て
宣

伝
を
明
科
地
域
に
絞
る
な
ど
の
対
策
を

講
じ
た
。
結
果
、
口
コ
ミ
で
集
ま
っ
た

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
15
店
の
出
店
が

あ
り
昨
年
よ
り
多
か
っ
た
も
の
の
、
来

場
者
数
は
伸
び
悩
み
２
０
０
人
く
ら
い

明
科
う
ま
い
も
ん
朝
市

明
科
う
ま
い
も
ん
朝
市

ふ
る
さ
と
巡
り

ふ
る
さ
と
巡
り

三
郷
公
民
館
ふ
る
さ
と
づ
く
り
講
座
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小
出
さ
ん
は
明
科
地
域
の
社
交
ダ
ン
ス

サ
ー
ク
ル
を
主
宰
し
、
週
に
２
日
、
明
科

公
民
館
を
拠
点
に
活
動
し
て
い
る
。
コロ

ナ
禍
で
の
活
動
の
た
め
、
小
出
さ
ん
は
、

会
場
の
換
気
を
し
て
会
員
の
皆
さ
ん
の

健
康
管
理
に
気
を
配
っ
て
い
た
。

　

取
材
は
ラ
テ
ン
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
ク
ラ

ブ
Ａ
ｚ
ｕ
ｍ
ｉ
ｎ
ｏ
の
活
動
中
に
行
っ

た
。
若
い
頃
は
、
ボ
ウ
リ
ン
グ
や
軟
式

テ
ニ
ス
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
が
好
き
で
行

っ
て
い
た
そ
う
だ
。
し
か
し
、
年
を
取

る
と
と
も
に
捻
挫
や
肉
離
れ
の
不
安
か

ら
、
ふ
と
思
い
つ
い
た
の
が
若
い
頃
に

興
味
を
持
っ
て
ち
ょ
っ
と
だ
け
や
っ
て

い
た
ダ
ン
ス
だ
っ
た
。
こ
れ
な
ら
80
歳

く
ら
い
ま
で
や
れ
る
だ
ろ
う
、
と
始
め

た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
や
る
な
ら

周
り
の
人
た
ち
に
「
ダ
ン
ス
は
き
れ
い

だ
な
あ
、
格
好
い
い
な
あ
」
と
思
っ
て

も
ら
え
る
よ
う
に
、
そ
し
て
踊
っ
て
い

る
自
分
た
ち
も
気
持
ち
よ
く
楽
し
く
思

え
る
ダ
ン
ス
を
し
た
い
と
思
い
、
コ
ー

チ
ャ
ー
を
招
い
て
の
講
習
会
や
練
習
会

で
技
術
の
向
上
に
努
め
て
い
る
。
取
材

当
日
、
会
員
が
曲
に
合
わ
せ
て
楽
し
そ

う
に
踊
る
姿
か
ら
も
、
小
出
さ
ん
の
思

い
が
感
じ
ら
れ
た
。

　

総
員
約
50
人
の
会
員
は
３
つ
の
サ
ー

ク
ル
に
参
加
し
て
楽
し
め
る
よ
う
に
し

て
い
る
。
最
初
は「
ア
ヤ
メ
Ｓ
Ｄ
Ｃ（
ス

ポ
ー
ツ
ダ
ン
ス
ク
ラ
ブ
）」
に
入
会
し

て
親
睦
を
深
め
る
。
よ
り
高
度
な
技
術

を
修
得
し
、
芸
術
的
な
踊
り
で
競
技
会

出
場
を
目
指
す
方
は
「
Ｄ
Ｓ
（
ダ
ン
ス

ス
ポ
ー
ツ
）
安
曇
野
」
に
入
会
し
研
さ

ん
を
積
ん
で
い
た
だ
く
。
感
染
予
防
の

た
め
、
今
は
い
つ
も
決
ま
っ
た
カ
ッ
プ

ル
で
活
動
を
続
け
て
い
る
そ
う
だ
。
ひ

と
り
で
も
ダ
ン
ス
を
楽
し
み
た
い
方
は

「
ラ
テ
ン
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
ク
ラ
ブ
Ａ
ｚ

ｕ
ｍ
ｉ
ｎ
ｏ
」
へ

の
入
会
を
お
願
い

し
て
い
る
。

　

平
日
は
椎
茸
栽

培
に
精
を
出
し
て

い
る
と
話
す
小
出

さ
ん
だ
が
、
踊
って

い
る
姿
は
若
々
し

く
、
ダ
ン
ス
に
か

け
る
情
熱
は
並
々

な
ら
ぬ
も
の
が
あ

る
と
感
じ
た
。

　

田
沢
神
明
宮
は
光
城
山
の
南
麓
に
あ

る
。社
叢
は
市
指
定
の
天
然
記
念
物
で
、

う
っ
そ
う
と
し
た
木
々
に
囲
ま
れ
て
い

る
。
砂
利
が
敷
か
れ
た
参
道
に
、
ひ
と

き
わ
大
き
な
木
製
の
神
明
鳥
居
が
建
て

ら
れ
て
い
る
。

　

豊
科
地
域
で
は
、
歴
史
が
古
い
神
社

で
あ
る
。参
道
の
先
に
広
が
る
社
地
は
、

正
面
奥
に
拝
殿
が
あ
り
、
そ
の
向
か
い

側
に
は
神
楽
殿
が
あ
る
。
本
殿
は
、
神

明
造
で
寛
政
年
間
（
１
７
８
９
～
１
８

０
１
年
）
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
神
社

の
裏
手
に
は
光
城
山
の
登
山
口
が
あ

る
。
ま
た
、
神
明
宮
の
西
側
の
尾
根
上

に
は
田
沢
城
跡
が
あ
り
、
光
城
山
の
登

山
道
に
面
し
て
い
る
。　

　

田
沢
地
区
の
発
祥
地
は
、
田
沢
川
の

下
流
域
で
、
神
明
宮
は
田
沢
川
を
少
し

さ
か
の
ぼ
っ
た
右
岸
に
位
置
し
て
い

る
。
犀
川
の
段
丘
の
上
に
あ
る
町
田
地

籍
に
は
、
当
地
を
鎌
倉
時
代
に
開
発
し

た
小
県
郡
海う

ん
の野
庄
の
海
野
氏
の
一
族
の

館
跡
が
存
在
す
る
。
海
野
氏
は
鎌
倉
時

代
に
会
田
御み

く
り
や厨
（
伊
勢
神
宮
の
荘
園
）

の
地
頭
と
し
て
来
住
し
た
も
の
で
、
当

地
は
そ
の
一
族
と
伝
わ
る
四
郎
の
開
拓

地
と
考
え
ら
れ
、
会
田
神
明
宮
を
分
祀

し
た
御
厨
神
明
宮
で
あ
る
。

　

毎
年
4
月
の
第
１
土
・
日
曜
日
に
は

例
大
祭
が
行
わ
れ
、
市
無
形
文
化
財
に

指
定
さ
れ
て
い
る
「
田
沢
神
明
宮
奉
納

獅
子
舞
」
が
勇
壮
に
披
露
さ
れ
る
。

　

神
明
宮
の
参
道
脇
に
、
長
さ
２
・
５

㍍
く
ら
い
の
船
型
石
が
あ
る
。
も
と
は

田
沢
川
左
岸
に
あ
っ
た
が
、
今
は
神
社

の
左
手
入
り
口
に
あ
り
、
大
事
に
祭
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
石
の
由
来
記
に
よ
る

と
「
安
曇
郡
開
拓
の
祖
、
日
光
泉
小
太

郎
神
明
宮
（
天
照
皇
大
神
）
の
神
恩
に

報
い
ん
た
め
に
天
の
磐
舟
を
造
り
て
献

げ
置
き
し
処
、
何
時
し
か
岩
舟
に
変
ぜ

り
、
天
文
年
間
心
な
き
者
此
の
舟
石
に

穴
を
う
が
ち
碎
か
ん
と
し
た
と
こ
ろ
神

罰
に
依
り
、
其
の
者
俄
に
死
せ
り
と
伝

承
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
泉
小
太
郎
が
神
の
恵
み
に
報

い
る
た
め
、
神
が

乗
る
堅
固
な
舟
を

造
り
献
げ
置
い
た

も
の
が
岩
舟
に
変

わ
っ
た
が
、
こ
の

岩
舟
に
は
神
霊
が

宿
っ
て
い
る
の
で

損
傷
し
た
り
し
て

は
な
ら
な
い
と
の

伝
承
の
よ
う
だ
。

　

参
考
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地
区
公
民
館
だ
よ
り

地
区
公
民
館
だ
よ
り

二
木
地
区
公
民
館（
三
郷
）

ス
」
は
無
限
に
あ
り
、
ど
れ
を
選
び
、

ど
う
組
み
合
わ
せ
る
か
で
同
じ
こ
と
を

表
現
し
て
も
全
く
違
う
も
の
が
出
来
上

が
り
ま
す
。「
ピ
ー
ス
」
を
一
つ
ず
つ

知
識
と
し
て
得
る
喜
び
と
、
組
み
合
わ

せ
て
使
う
難
し
さ
と
楽
し
さ
が
、
古
来

人
を
魅
了
し
続
け
て
き
た
理
由
の
一
つ

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

俳
句
を
作
る
時
に
使
う
の
は
右
脳
な

の
だ
そ
う
で
す
。
そ
の
た
め
老
化
の
防

止
に
も
大
変
良
い
の
だ
と
か
。確
か
に
、

俳
句
が
趣
味
と
い
う
人
に
は
年
齢
不
詳

な
方
が
多
い
の
で
す
。
一
人
で
俳
句
を

作
っ
た
り
、
新
聞
な
ど
に
投
句
し
た
り

す
る
の
も
楽
し
い
こ
と
で
す
が
、
疑
問

や
喜
び
を
分
か
ち
合
う
仲
間
が
あ
る
こ

と
が
、
メ
ン
バ
ー
の
皆
さ
ん
を
生
き
生

き
と
さ
せ
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
（
堀
金
俳
句
会
代
表　

青
栁
邦
栄

　

文　
　
　
　
　
　
　

財
津
尚
子
）

　
随
時
メ
ン
バ
ー
募
集
中
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

堀
金
公
民
館　

72
・
５
７
９
６	

　

過
去
は
全
戸
数
が
１
０
０
戸
に
満
た

ず
、
主
に
農
業
を
な
り
わ
い
と
し
て
い

た
二
木
地
区
で
あ
っ
た
が
、
徐
々
に
農

家
戸
数
が
減
少
し
た
。
し
か
し
昭
和
50

年
代
頃
か
ら
は
三
郷
支
所
、
小
中
学
校

や
駅
が
近
い
な
ど
立
地
条
件
の
良
さ
か

ら
人
口
が
増
え
始
め
、
近
年
は
さ
ら
に

農
地
転
用
に
よ
り
宅
地
化
が
進
ん
だ
こ

と
で
、他
地
域
か
ら
の
転
入
者
が
増
え
、

直
近
で
は
人
口
１
０
０
５
人
、
世
帯
数

３
２
０
戸
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
地
区
の
変
遷
と
背
景
を

も
と
に
、
公
民
館
で
は
世
代
や
出
身
、

職
業
を
超
え
た
新
旧
区
民
の
交
流
に
重

点
を
置
き
、
区
民
が
「
絆
を
深
め
る
」

機
会
を
持
て
る
よ
う
、
様
々
な
行
事
を

計
画
し
開
催
し
て
地
域
づ
く
り
の
「
活

動
の
場
」
を
提
供
し
て
い
る
。

　

年
２
回
発
行
の

「
二
木
公
民
館
だ

よ
り
」
で
は
、
年

度
始
め
に
館
長
、

副
館
長
、
主
事
と

体
育
部
、文
化
部
、

生
活
産
業
部
、
女

性
部
の
各
部
長
の

紹
介
と
今
後
の
活

動
及
び
行
事
予
定

を
周
知
し
、
そ
れ

ぞ
れ
の
行
事
に
つ

い
て
は
開
催
時
期

前
に
回
覧
を
し
直

し
、
区
民
に
積
極
的
な
参
加
を
呼
び
か

け
て
い
る
。

　

例
年
は
公
民
館
、
各
部
が
中
心
と
な

り
、
夏
祭
り
、
健
康
教
室
、
各
種
講
演

会
、
ス
ポ
ー
ツ
大
会
、
学
習
会
、
体
験

会
な
ど
を
開
催
し
、
三
郷
公
民
館
主
催

行
事
へ
も
参
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、

今
年
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
影
響
で
、
楽
し
み
に
し
て
い
た

数
々
の
行
事
は
開
催
で
き
な
い
も
の
も

あ
っ
た
。
特
に
、
昨
年
初
め
て
開
催
し

た
音
楽
の
ふ
れ
あ
い
コ
ン
サ
ー
ト
は
ピ

ア
ノ
、
バ
イ
オ
リ
ン
の
演
奏
、
歌
な
ど

が
あ
り
、
大
変
好
評
だ
っ
た
の
で
中
止

と
な
り
残
念
だ
っ
た
。

　

今
年
で
６

回
目
と
な
る

生
活
産
業
部

の
「
り
ん
ご

の
も
ぎ
取
り

体
験
」
は
、

屋
外
と
い
う

こ
と
も
あ
り

開
催
す
る
予

定
で
あ
る
。

農
家
の
手
伝

い
と
な
る
り

ん
ご
収
穫
の
他
に
、
栽
培
に
つ
い
て
も

わ
か
り
や
す
く
学
び
、
区
民
が
り
ん
ご

農
家
へ
の
理
解
を
深
め
る
場
と
な
っ
て

い
る
。
今
年
は
で
き
な
い
が
試
食
も
あ

り
、
持
ち
帰
り
も
で
き
る
こ
と
か
ら
参

加
者
も
多
く
人
気
が
あ
る
行
事
だ
。

　
「
コ
ロ
ナ
禍
で
も
区
民
の
皆
さ
ん
が

交
流
し
、
絆
を
深
め
る
機
会
は
で
き
る

だ
け
多
く
つ
く
っ
て
い
き
た
い
」
と
手

塚
公
民
館
長
は
話
し
て
い
る
。

堀
金
俳
句
会
で
は
奇
数
月
の
第
３
土

曜
日
の
午
後
に
、
俳
句
結
社
「
り
ん
ど

う
」
の
降
旗
牛
朗
先
生
に
講
師
を
お
願

い
し
て
句
会
を
開
い
て
い
ま
す
。
主
な

会
員
は
堀
金
地
域
の
住
民
で
す
が
、
地

域
を
限
定
し
て
は
お
ら
ず
、
参
加
し
て

い
た
だ
け
る
方
は
大
歓
迎
で
す
。

定
例
会
で
は
、
会
員
が
事
前
に
雑
詠

で
３
句
ず
つ
投
句
し
、
そ
れ
を
係
が
一

覧
に
ま
と
め
て
お
き
、句
会
で
選
句（
作

者
名
は
伏
せ
て
、
各
自
が
良
い
と
感
じ

た
句
に
点
を
入
れ
る
）
し
ま
す
。
そ
の

後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
に
つ
い
て
良
い
と

感
じ
た
り
疑
問
に
思
っ
た
り
し
た
事
を

話
し
合
い
ま
す
。
批
判
は
せ
ず
、
感
じ

た
こ
と
を
素
直
に
言
っ
た
り
、
他
の
人

の
意
見
を
聞
い
た
り
す
る
こ
と
で
、
自

分
の
句
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
先
生
の
指
摘
に
ハ
ッ
と
し
た
り

な
る
ほ
ど
と
感
心
し
た
り
、
目
を
開
か

れ
る
思
い
を
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば

で
、
静
か
だ
け
れ
ど
活
気
の
あ
る
時
間

で
す
。

俳
句
は
基
本
的
に
は
17
文
字
と
い
う

制
限
の
あ
る
中
で
季
節
を
表
し
、
自
分

が
感
じ
た
事
を
表
現
し
ま
す
。
伝
え
た

い
こ
と
を
見
つ
け
て
、
そ
れ
を
自
分
以

外
の
人
に
伝
え
共
感
を
得
る
に
は
ど
う

す
れ
ば
良
い
か
、
あ
れ
こ
れ
試
行
錯
誤

す
る
の
は
パ
ズ
ル
の
よ
う
だ
と
思
い
ま

す
。
表
現
の
た
め
の
パ
ズ
ル
の
「
ピ
ー

昨年のふれあいコンサート

グ
ル
ー
プ
紹
介

堀
金
俳
句
会
（
堀
金
）

堀
金
俳
句
会
（
堀
金
）



第 57号（令和 2年 11月） （4）安曇野市公民館報

　

豊
科
公
民
館
は
「
楽
し
い
菊
づ
く
り

講
座
」
の
３
回
目
と
４
回
目
を
８
月
19

日
と
10
月
５
日
に
開
催
し
た
。

　

８
月
は
「
柳
芽
」
と
呼
ば
れ
る
不
完

全
な
花
芽
の
見
極
め
方
を
聞
き
、
受
講

生
が
育
て
て
い
る
菊
で
実
際
に
柳
芽
の

処
理
の
実
習
を
行
っ
た
。

　

10
月
は
大
き
く
開
く
菊
花
の
形
が
乱

れ
な
い
よ
う
に
輪
台
を
取
り
付
け
る
方

法
を
学
び
、
コ
ツ
を
教
わ
り
な
が
ら
輪

台
を
取
り
付
け
た
。

　

受
講
生
た
ち
は

先
生
か
ら
教
わ
っ

た
り
、
受
講
生
同
士

の
情
報
交
換
か
ら

学
ん
だ
り
し
て
、
丹

精
込
め
た
大
輪
の

花
が
咲
く
の
を
楽

し
み
に
し
て
い
た
。

　

堀
金
公
民
館
は
９

月
12
日
に
「
拾
ケ
堰

サ
イ
ク
ル
ツ
ー
リ
ズ

ム
」
を
開
催
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
を
踏
ま
え

て
か
参
加
者
は
４
人

だ
っ
た
が
、
ガ
イ
ド

の
山
田
公
民
館
長
を

先
頭
に
、　

堀
金
公
民
館
を
出
発
し
た
。

　

あ
づ
み
の
や
ま
び
こ
自
転
車
道
を
駆

け
抜
け
て
、
松
本
市
島
内
奈
良
井
川
の

取
水
口
、
拾
ケ
堰
頭
首
工
ま
で
走
り
、

堀
金
公
民
館
へ
戻
っ
た
。
さ
ら
に
流
れ

を
追
っ
て
、
烏
川
放
水
口
ま
で
の
道
の

り
を
往
復
し
、
約
30
㌔
の
サ
イ
ク
リ
ン

グ
を
楽
し
ん
だ
。

　

参
加
し
た
宮
島
ひ
な
た
君
（
堀
金
小

６
年
）
と
か
な
た
君
（
同
４
年
）
は
、

家
族
で
出
か
け
る
た
め
に
母
と
祖
父
に

買
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
ク
ロ
ス
バ
イ

ク
と
マ
ウ
ン
テ
ン
バ
イ
ク
を
さ
っ
そ
う

と
乗
り
こ
な
し
て
い
た
。

　

穂
高
公
民
館
は
９
月
16
日
に
「
古
文

書
公
開
講
座
」を
開
催
し
た
。
講
師
は
、

穂
高
古
文
書
勉
強
会
３
代
目
会
長
の
百

瀬
宗
治
さ
ん
と
４
代
目
会
長
の
井
口
誠

司
さ
ん
。
講
座
に
は
７
人
の
受
講
者
と

古
文
書
勉
強
会
会
員
を
合
わ
せ
て
20
人

以
上
が
参
加
し
た
。

　

百
瀬
さ
ん
は
、
古
厩
の
庄
屋
だ
っ
た

百
瀬
さ
ん
の
家
に
伝
わ
る
古
文
書
の
中

か
ら
、
天
蚕
を
飼
育
す
る
土
地
貸
借
を

め
ぐ
る
騒
動
の
関
係
者
が
作
成
し
た
証

文
の
解
説
を
し
た
。
ま
た
、
明
治
の
初

め
に
天
蚕
視
察
の
た
め
来
村
し
た
英
国

外
交
官
一
行
を
描
い
た
貴
重
な
掛
軸
も

披
露
さ
れ
た
。

　

井
口
さ
ん
か
ら
は
、
江
戸
幕
府
五
代

将
軍
徳
川
綱
吉
の「
生
類
憐
れ
み
の
令
」

の
内
容
の
通

達
文
書
（
穂

高
の
元
大
庄

屋
等
々
力
家

所
蔵
）
の
解

説
が
あ
り
、

参
加
者
は
興

味
深
く
聞
い

て
い
た
。

　

三
郷
公
民
館
は
６
月
か
ら
５
回
に
わ

た
り
初
心
者
写
真
教
室
を
開
催
し
た
。

夜
間
の
開
催
だ
っ
た
が
「
カ
メ
ラ
を
使

い
こ
な
し
た
い
」「
自
分
の
思
い
通
り

の
写
真
を
撮
り
た
い
」
と
意
欲
が
あ
る

幅
広
い
年
代
の
10
人
が
参
加
し
た
。

　

講
師
の
嶋
田
さ
ん
か
ら
、
各
回
に
専

門
用
語
、
撮
影
時
の
マ
ナ
ー
、
構
図
、

カ
メ
ラ
機
能
の
設
定
な
ど
を
学
ん
だ
。

最
終
回
の
９
月
18
日
に
は
、
参
加
者
が

撮
影
し
た
写
真
を
あ
ら
か
じ
め
嶋
田
さ

ん
が
印
刷
し
て
お
き
、
各
自
で
額
装
を

し
て
、
撮
影
秘
話
と
と
も
に
皆
で
鑑
賞

し
、
講
師
の
講
評
が
あ
っ
た
。
10
月
の

文
化
産
業
展
で
は
成
果
を
披
露
し
た
。

　

参
加
者
た
ち
は
「
さ
ら
に
写
真
撮
影

が
楽
し
く
な
っ

た
」「
こ
れ
か

ら
の
撮
影
が
楽

し
み
」
と
口
々

に
語
っ
て
い

た
。

　

明
科
公
民
館
は
８
月
25

日
に
「
明
科
歴
史
探
訪
講

座
」
を
開
催
し
、
約
40
人
が

参
加
し
た
。
明
科
の
歴
史

や
文
化
な
ど
を
紹
介
す
る
冊

子
『
明
科
の
宝
』
の
内
容
を
さ
ら
に
深

め
た
話
を
聞
く
講
座
だ
。
講
師
の
逸
見

大
悟
さ
ん
は
、
護
符
と
茶
や
ア
ワ
ビ
な

ど
を
手
土
産
に
神
官
が
檀
那
を
回
っ
た

内
容
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
『
し
な

の
ゝ
国
道ど

う
し
ゃ者
之の

お
は
ら
い

御
祓
く
は
り
日
記
』
の

概
要
と
書
か
れ
た
背
景
を
語
っ
た
。

　

平
安
時
代
、
中
央
の
貴
族
や
有
力
な

寺
社
な
ど
が
所
有
す
る
私
有
地
で
あ
る

荘
園
が
各
地
に
で
き
た
。
明
科
の
一
部

は
伊
勢
神
宮
の
荘
園「
麻お

み
の
み
く
り
や

績
御
厨
」の
範

囲
内
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
荘
園
は

鎌
倉
時
代
に
台
頭
し
て
き
た
武
士
に
侵

略
さ
れ
領
主
の
権
限
が
低
下
し
、
戦
国

時
代
に
は
実
体
を
な
さ
な
く
な
っ
て
い

た
。
収
益
が
な
く
な
っ
た
伊
勢
神
宮
は

荘
園
や
周
辺
に
住
む
人
々
を
檀
那
と
し

て
組
み
入
れ
、
個
別
に
金
品
や
土
地
を

寄
進
し
て
も
ら
う
事
で
収
益
を
得
た
と

さ
れ
て
い
る
。
参
加
者
は
興
味
津
々
の

様
子
だ
っ
た
。

　

今
年
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

に
翻ほ

ん
ろ
う弄
さ
れ
、
多
く
の
「
人

と
会
う
、
人
が
集
う
」
機
会

が
減
る
な
か
で
、
人
が
触
れ
合
う
こ
と

の
大
切
さ
を
実
感
し
た
。
新
し
い
生
活

様
式
を
意
識
し
つ
つ
、
日
々
の
暮
ら
し

を
楽
し
み
た
い
。　
　
　
　
（
Ｍ
・
Ｙ
）

拾
ケ
堰
サ
イ
ク
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム

拾
ケ
堰
サ
イ
ク
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム

初
心
者
写
真
教
室

初
心
者
写
真
教
室

古
文
書
公
開
講
座

古
文
書
公
開
講
座

楽
し
い
菊
づ
く
り
講
座

楽
し
い
菊
づ
く
り
講
座

明
科
歴
史
探
訪
講
座

明
科
歴
史
探
訪
講
座

お
み
や
げ
を
配
り
に
来
た
神
職

お
み
や
げ
を
配
り
に
来
た
神
職
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