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風
が
冷
た
い
と
感
じ
る
寒
い
日
と
、
日
な
た
に

い
る
と
汗
ば
む
く
ら
い
に
温
か
い
日
が
交
互
に
訪

れ

、
だ
ん
だ
ん
と
春
の
気
配
を
感
じ
て
き
ま
す

。

木
々
が
つ
け
た
花
の
つ
ぽ
み
も
膨
ら
み

、
春
の
訪

れ
を
待
つ

て
い
ま
す

。
鳥
が
鳴
き
、
草
花
が
芽
吹

き

、つ
く
し
や
-
～一一一ケ
ノ
コ
が
出
て
く
る
の
も
も
う

す
ぐ
で
す

。

3
月
と
い
え
ば

「桃
の
節
句

」
。
女
の
子
の
い

る
家
で
は
ひ
な
人
形
と
桃
の
花
を
か
ざ
り
、
お
祝

い
を
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

じ
ょ
う

し

本
来
は

「上
巳
の
節
旬

」
と
い
い
、
旧
暦
で
3

み

月
初
め
の
已
の
日
に

、
春
を
祝
い
無
病
息
災
を
願

う
行
事
だ
っ
た
そ
う
で
す

。
旧
暦
の
3
月
初
め
は

今
の
暦
で
4
月
初
め
か
ら
半
ば
あ
た
り
。
ち
ょ
う

ど
そ
の
こ
ろ
咲
き
誇
る
桃
の
花
は

、
華
や
か
な
春

の
兆
し
と
し
て
ピ
ッ
タ
リ
で
す

。

桃
は
中
国
で
不
老
長
寿
や
子
孫
繁
栄

、
幸
運
を

も
た
ら
す
象
徴
と
さ
れ
て
い
ま
す

。
ま
た
日
本
で

も

「古
事
記

」
で
イ
ザ゙
ナ
ギ
が
黄
泉
の
国
か
ら
逃

げ
帰
る
際

、
桃
の
実
を
黄
泉
の
住
人
に
投
げ
つ
け

て
怯
ま
せ
た
こ
と
か
ら
、
邪
気
を
払
う
も
の
と
さ

れ
て
い
ま
す

。

現
在
は
端
午
の
節
旬
と
対
を
な
す
よ
う
に

、
女

の
子
の
行
事
と
し
て
定
着
し
て
い
る
桃
の
節
旬
で

新
た
な
一
歩
を
踏
み
出

そ
う
と
す
る
そ
の
時
で

す

。
そ
の
未
来
に
幸
あ

る
こ
と
を
願
つ

て
、
た

く
さ
ん
の
春
の
兆
し
と

共
に
私
た
ち
も
お
祝
い

-
し
ょ
う

。

「春
の
お
祝
い

」

館
長

す
が
、
も
と
も
と
は
年
齢
や
性
別
は
関
係
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
体
調
を
崩
し
や
す
い
季
節
の
変
わ

り
目
に
、
身
体
に
入
る
那
気
を
払
い
健
康
長
寿
を

祈
る
行
事
と
し
て
、
先
人
か
ら
続
く
想
い
が
込
め

ら
れ
て
い
ま
す

。
そ
れ
は
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を

喜
び
こ
れ
か
ら
の
幸
福
を
願
う
想
い
と
し
て
今
も

受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
3
月
は
卒
業
の
季
節
で
す
が

、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、
学
校
関
係
者
と
卒
業
生
、

家
族
の
皆
さ
ん
に
よ
り
、
感
染
症
に
配
慮
し
た
内

容
で
の
率
業
式
が
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て

い
ま
す

。
ま
た
6
年
生
は
7
年
生
に
進
級
し
ま
す

が

、
小
学
校
過
程
を
修
了
し
、
中
学
校
過
程
に
進

む
と
い
う
意
味
で
、
や
は
り
一
区
切
り
で
す

。
例

年
は
在
校
生
の
多
く
や
地
域
の
方
も
合
め
、
沢
山

の
人
が
参
列
す
る
な
ど
、
と
も
に
お
祝
い
さ
れ
る

と
思
い
ま
す
が
、
昨
年
同
様
に
学
校
の
外
か
ら
見

言
こ
と
に
な
り
ま
す

。

で
す
が

、
地
域
の
宝
と
し
て
そ
の
成
長
を
見
一一一 :

'

り
続
け
た
子
ど
も
た
ち
が

、
こ
れ
ま
で
の
慣
れ
親

k
だ
環
境
を
後
に
し
、
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※
そ
の
他

、こ
れ
ら
の
講
座
に
つ
い
て
は
、

お
気
軽
に
公
民
館
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

806
年
に
弘
法
大
師
が
唐
よ
り
持
．花
明
つ
た
種
子

を

、
唐
に
随
行
し
て
い
た
高
弟
堅
恵
が

、
後
に

ぶ・
つ
り

‘o
う

）

佛
隆
寺
（
宇
陀
---
）
に
蒔
き

、
そ
れ
が
田
原
に
伝
え

ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

。

こ
の
叩
き
番
茶
は
、
香
が
良
く
立
ち

、
茶
が
ゆ

に
し
て
も
お
い
し
い
の
で
、
知
ら
な
い
人
に
は
ぜ

ひ
知
つ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

他
に
無
い
製
法
で
受

基
が
れ
た

「叩
き
番
茶

」

を
他
の
地
域
の
方
に
知
つ

て
い
た
だ
き
、
こ
の
一
叩

き
番
茶
や
茶
が
ゆ

、
先
に
講
座
を
行
つ
て
い
る
わ

さ
び
大
根
な
ど
を
、
田
原
の
特
産
物
と
し
て
広
め

て
、
田
原
地
区
の
活
性
化
に
つ
な
げ
た
い
と
思
い

ま
す

。
日
時
:
令
和
3
年
3
月
25
日

（木
）

午
前
10
時
・

～
午
後
1
時

対
象
:
市
内
在
一一仕
・
在
動
・
在
学
の
成
人

15
人

費
用
'
'
600
円

※
申
込
み
は

獲
g
、
ホ
ー
ム
ぺ
I
ジ
の
他

、

窓
口
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す

。
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休
会
が
長
か
っ
た
の
で
作

品
が
で
き
な
く
展
示
で
き

な
か
っ
た
の
で
寂
し
か
っ

た
で
す

。
先
生
の
指
導
や

配
色
が
す
ご
く
良
い
の
で

私
達
の
創
作
意
欲
が
-b
き

ま
す

。
▼
グ
ル
ー
プ
以
外

田原なんでも文化祭での展示の様了

し
に
行
つ
た
先
で
喜
ん
で
頂
い
た
こ
と
や
各
地
域
の

芸
能
を
見
せ
て
貰
つ
た
こ
と
、他
の
グ
ル
ー
プ
と
の

親
睦
会
で
時
間
を
過
ご
せ
た
こ
と
が
非
常
に
印
象
に

残
つ
て
い
ま
一s
。
▼
グ
ル
1

要
の
方
に
メ
ッ
セ
ー

田原公民館報

年
5
月
か
ら
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
教
室
と
し
て
始
ま
り
ま

し
た
。
そ
の
後
に

「ゆ
め
キ
ル
ト
」
と
名
付
け
活
動

し
て
い
ま
す

。
私
は
そ
の
数
年
後
か
ら
参
加
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。
▼
活
動
さ
れ
て
い
て
ご
苦
労
さ
れ
た

こ
と
あ
り
ま
す
か
?
◆
毎
月
1
回
の
活
動
で
す
が

、

部
屋
の
申
し
込
み
が
4
週
前
か
ら
な
の
で
、5
週
あ

る
時
は
申
し
込
み
が
し
に
く
い
事
と
今
年
は
コ
ロ
ナ

ウ
ィ

ル
ス
の
感
染
拡
大
の
た
め
、4
月
～
10
月
ま
で

休
会
に
な
っ
て
し
ま
い
再
活
動
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
は

か
る
の
に
苦
労
し
ま
し
た
。
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
を
す
る

な
か
で
、
色
使
い
が
難
し
く
先
生
の
ア
ド
バ
イ
ス
が

な
か
っ
た
ら
色
選
び
に
困
つ
て
い
ま
す

。
▼
活
動
し

て
い
て
楽
し
か
っ
た
印
象
に
残
る
活
動
は
?
◆
パ
ッ

チ
ワ
ー
ク
が
出
来
，」，・ :

が
っ
た
時
に
達
成
感
が
あ
り
、

田
原
な
ん
で
も
文
化
祭
等
で
展
示
し
た
の
が
嬉
し
く

印
象
に
残
つ
て
い
ま
す
が
、そ
の
反
面

、今
年
度
は

せ
方
が
苦
労
す
る
と
こ
ろ

で
す

。
▼
活
動
し
て
い
て

楽
し
か
っ
た
印
象
に
残
る

活
動
は
?
◆
日
本
各
地
ま

た
海
外
へ
公
演
に
行
つ

た

こ
と
。
祭
文
語
り
・
祭
文

音
頭
・
餅
つ
き
等
を
技
露

文化祭用ビテオ 1: り

こ
と
、
語
り
の
発
声
方
法
が
難
し
い
こ
と
で
苦
労
し

て
い
ま
す

。
又
踊
り
手
と
音
頭
取
り
の
波
長
の
合
わ

で
ほ
ら
貝
の
練
習
が
難
し
い

か
れ
弟
子
入
り
さ
れ
、
そ
の
翌
年
の
昭
和
58
年
に
保

存
会
が
結
成
さ
れ

、
全
国
的
に
途
絶
え
て
い
た
と
思

わ
れ
た
祭
文
語
り
・
祭
文
音
頭
・
お
か
げ
踊
り
を
田

原
で
復
活
さ
れ
受
け
継
が
れ
現
在
に
至
つ

て
ぉ
り
ま

す
。
▼
活
動
さ
れ
て
い
て
ご
苦
労
さ
れ
た
こ
と
あ
り

_
〇〇キル ト
l iツチワーク]

ち ゃ た に a ち 二

係谷美智子さん)

▼
グ
ル
ー
プ
結
成
の
き
っ

か
け
は
?
◆
田
原
公
民
館

の
自
主
グ
ル
ー
プ
の
中
で

も
古
く
、
パ
ッ
チ
ー;7
I
ク

手
芸
を
習
つ
て
み
た
い
と

い
う
声
が
あ
っ
て
平
成
8

[ 般llり、般i口、
おかtflりのf藤]

▼
グ
ル
ー
プ
結
成
の
き
っ

か
け
は
?
◆
昭
和
57
年
に

田
原
の
2
名
の
方
が
幼
い

頃
に
祭
文
語
り
を
小
屋
掛

け
で
興
行
さ
れ
て
い
た
の

を
覚
え
て
ぉ
ら
れ

、
数
名

が
伊
賀
祭
文
に
つ
い
て
歩

<2> 2021年3月2日 (火)

の
方
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
◆
仕
上
が
っ
た
時
の
作
品
を

程
し
な
が
ら
布
を
選
ぶ
の
も
楽
し
い
で
す
。
布
を

縫
い
合
-b
せ
て
い
く
細
か
い
作
業
で
す
が
、
裁
縫
の

好
き
な
方
は
一
度
見
学
に
来
て
く
だ
さ
い
。
▼
今
後

の
活
動
に
つ
い
て
は
?
◆
今
ま
で
通
り
作
品
を
作
り

な
が
ら
お
話
し
を
し
て
楽
し
ん
で
い
け
た
ら
い
い
と

思
い
ま
す
。
ま
た
、
田
原
な
ん
で
も
文
化
祭
の
作
口
nn

展
示
に

基
種
て
い
き
た
い
で
す

。

そ
の
後
講
師
の
谷
口
さ
ん
か
ら

、
竹
林
の
整
備

の
重
要
性
や

、
処
理
を
し
た
竹
チ
ッ
プ
・
竹
パ
ウ

（チ
ッ
パ
ー

）
で
処
理
を
す

る
実
演
と
体
験
を
行
い
ま
し

た
。
エ
ン
ジ
ン
で
動
く
チ
ッ

パ
I
は

、
参
加
者
の
皆
さ
ん

が
交
代
で
送
り
込
む
長
い
竹

や
枝
葉
の
つ
い
た
ま
ま
の
竹

を

、
次
々
と
の
み
込
み
粉
砕

し
て
い
き
ま
し
た
。

2
月
7
日

（日
）
に
、
田
原
地
域
の
竹
林
整
備

と
竹
材
活
用
を
地
域
の
皆
さ
ん
と
考
え
て
い
く
た

め
の
講
座
の
2
回
目
と
し
て
行
い
ま
し
た
。

今
回
は
、
兵
庫
県
の

「バ
ン
ブ
ー
ラ
イ
フ
・
ア

グ
リ

」
代
表
の
谷
口
さ
ん
に
お
越
し
い
た
だ
き

、

公
民
館
横
の
竹
林
を
例
に

、
整
備
す
る
際
の
竹
の

具
体
的
な
伐
採
方
法
と

、
切
つ

た
竹
を
粉
砕
機

ジ
を
●
田
原
地
区
に
古
く
か
ら
残
つ
て
い
る
祭
文
音

頭
・
田

屋
日

頭
・
田
原
節
等
を
通
じ
て
田
原
の
芸
能

を
残
す
た
め
に
も

、1
人
で
も
多
く
我
々
と
共
に
田

原
の
芸
能
を
後
世
に
伝
え
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す

の
一で
是
非
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。
▼
今
後
の
活
動

に
つ
い
て
は
?
◆
毎
週
の
木
曜
日
に
は
、
老
人
程
作

業
所
と
月
1
回
は
公
民
館
で
全
体
の
練
習
を
し
て
い

ま
す
。
春
に
は
、
田
原
地
区
の
お
ん
だ
祭
り
・
柳
生

の
桜
ま
つ
り
、
夏
に
は
恒
例
納
涼
盆
踊
り
大
会

、
ま

た
県
や
市
の
依
頼
で
外
へ
出
て
い
く
こ
と
も
あ
り
ま

す

。
今
年
は
3
月
6
日
（土
）
に
は
郡
山
イ
才
ン
で
の

奈
良
県
芸
能
ま
つ
り
に
、
我
々
保
存
会
も
参
加
す
る

事
に
な

望
とp

3月の公民館行事と

その他のお知らせ
l'1
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(木) 田原秘伝叩き番茶作り

が

ダ
I
の
活
用
方
法
と
し
て
の
肥
料
や
燃
料

、
防
草

マ
ル
チ
な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
に
教
え
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
こ
の
防
草

マ
ル
チ
な
ど
の
効
果
を
試

し
て
い
た
だ
こ
う
と
、
参
加
者
の
皆
さ
ん
に
粉
砕

し
た
竹
チ
ッ
プ
を
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。

な
お
田
原
地
域
の
竹
林
整
備
用
の
マ
ッ
プ
製
作

に
つ
い
て
も
、
前
回
皆
さ
ん
に
い
た
だ
い
た
情
報

を
落
と
し
込
ん
だ
途
中
経
過
を
今
回
の
会
場
に
掲

示
い
た
し
ま
し
た
。
今
後
も
追
加
情
報
を
集
め
た

い
と
思
い
ま
す

。一c
協
力
お
願
い
い
た
し
ま
す

。

受講申し込み/お間い合わせは電話 81-0888 または直接窓口まで。 月展日 ・ 祝 日  (祝日が月醒日の場合は火晒日も) 休館です。


