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高齢期を楽しみ
有意義な人生を送ろう

散�歩�道�
　

両
親
を
看
取
り
、
夫
も
逝

き
、
介
護
の
責
任
は
な
く

な
っ
た
と
思
う
間
も
な
く
、

大
先
輩
に
す
す
め
ら
れ
て
、

介
護
事
業
を
行
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
を
手
伝
う
こ
と
に
な
っ
た
。

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

昭
和　

年
代
、
急
速
に
訪
れ
る
高

５０

齢
社
会
を
心
配
し

て
、
有
識
の
女
性
た

ち
が
語
り
合
い
、

ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー

ビ
ス
を
す
る
市
民
活

動
組
織
を
作
っ
た
。

　

ま
だ
行
政
の
介
護

サ
ー
ビ
ス
が
低
所
得

者
に
限
ら
れ
て
い

て
、
そ
ろ
そ
ろ
親
の

介
護
が
始
ま
っ
た
女

性
に
と
っ
て
、
介
護

は
深
刻
な
問
題
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

し
て
の
活
動
は
以
前

か
ら
あ
っ
た
が
、
一
方
的
に
助
け
ら

れ
る
だ
け
で
な
く
、
お
互
い
に
助
け

合
う
こ
と
を
理
念
と
し
、
感
謝
の
気

持
ち
を
お
金
で
表
す
こ
と
に
し
た
。

　

そ
れ
は
女
性
の
新
し
い
仕
事
づ
く

り
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
も
の
で
も

あ
っ
た
。＊　

　
　

＊　
　
　

＊

　

若
い
女
性
が
働
き
続
け
、
結
婚
し
な

く
な
れ
ば
、
ま
す
ま
す
人
材
の
確
保
は

難
し
く
な
る
だ
ろ
う
。

　

加
え
て
、
介
護
保
険
だ
け
で
は
生
活

全
般
を
支
援
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
費

用
負
担
も
大
き
く
な
る
。

　

女
性
だ
け
に
担
わ
せ
る
の
は
、
も
う

限
界
だ
と
思
う
の
だ
が
。

　

登
録
ヘ
ル
パ
ー
と
い
う
不
安
定

な
身
分
で
、
そ
の
平
均
賃
金
は
月

５
〜
６
万
円
で
あ
り
、
被
扶
養
家

族
の
範
囲
内
の
働
き
で
あ
る
。

　

時
給
単
価
だ
け
で
み
れ
ば
、
一

般
市
場
の
３
割
は
高
い
の
だ
が
、

移
動
時
間
や
突
然
の
キ
ャ
ン
セ

ル
、
外
出
し
て
し
ま
っ
た
認
知
症

の
利
用
者
を
探
し
廻
る
時
間
な
ど

は
保
障
が
な
い
。

　

し
か
も
、
様
ざ
ま
な
人
生
を

送
っ
て
き
た
利
用
者
に
対
す
る
極

め
て
精
神
性
の
高
い
労
働
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
的
評
価

は
ま
だ
ま
だ
低
い
。

＊　
　
　

＊　
　
　

＊

　

時
が
流
れ
て
高
齢
化
は
進
行
し
、
日

本
に
も
介
護
保
険
制
度
が
導
入
さ
れ
て

　

年
に
な
る
。

１０
　

有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
介
護
労
働

へ
と
移
行
し
た
そ
の
実
情
は
ど
う
な
っ

た
の
か
。

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
で
在
宅
介
護
を
支
え
て

い
る
の
は
、
殆
ど
主
婦
で
あ
る
。

この頃思うこと
新井　通子
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楽
し
い　
趣
味
の
会　
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趣
味
の
会
は
長
生
き
の
散
歩
道

ご
一
緒
に
歩
き
ま
し
ょ
う
�

昇仙狭

武田神社

勝沼ワイナリー

　

昨
年
の　

月　

日
か
ら　

日
、
こ
だ
ま

１１

１０

１１

会
『
秋
の
旅
行
』
で
は
、
武
田
氏
の
旧
跡
、

「
種
蒔
く
人
」
と
ワ
イ
ン
、
名
勝
を
楽
し

ん
だ
。
曇
り
空
の
も
と
本
厚
木
駅
前
に
参

加
者　

人
が
集
合
。
な
ご
や
か
な
雰
囲
気

１３

の
も
と
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
は
東
名
、
富
士
五

湖
道
路
、
中
央
高
速
を
経
て
一
路
勝
沼
ワ

イ
ナ
リ
ー
へ
。

　

途
中
、
色
づ
き
始
め
た
紅
葉
を
眺
め
、

甲
府
盆
地
を
見
下
ろ
す
葡
萄
棚
の
も
と
に

到
着
。
早
速
、
工
場
見
学
。

　

勝
沼
産
甲
州
種
ワ
イ
ン
の
香
り
に
溢
れ

る
な
か
、
試
飲
。
コ
ク
、
さ
っ
ぱ
り
、
フ

ル
ー
テ
ィ
ー
、
甘
口
、
辛
口
、
そ
れ
ぞ
れ

が
楽
し
め　

年
を
越
え
る
産
地
づ
く
り
の

１００

努
力
が
詰
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。

　

会
員
の
顔
も
紅
く
染
ま
っ
た
。
車
中
で

は
手
作
り
ツ
マ
ミ
を
肴
に
し
、
楽
し
く
歓

談
。
調
理
法
の
紹
介
も
あ
っ
た
。

◎
武
田
神
社

　

武
田
氏
３
代　

年
間
の
居
城
で
あ
っ
た

６３

躑
躅
ケ
崎
館
跡
。
周
囲
は
高
さ
３
・
６
㍍

の
土
塁
、
そ
の
外
側
に
堀
が
築
か
れ
て
い

た
。
本
殿
横
の
宝
物
館
で
は
、
陣
中
で
使

用
し
た
信
玄
の
軍
扇
な
ど
展
示
。

　

天
下
人
に
な
れ
な
か
っ
た
信
玄
の
無
念

さ
が
に
じ
み
出
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。

紅
葉
と
本
殿
を
背
景
に
記
念
撮
影
。

◎
昇
仙
峡

　

秩
父
山
系
の
主
峰
・
金
峰
山
を
源
と
す

る
荒
川
の
中
流
に
あ
る
渓
谷
。
渓
流
に
点

在
す
る
奇
岩
・
怪
石
や
岩
峰
を
眺
め
仙
娥
滝

ま
で
約
１
時
間
の
散
策
。
赤
や
黄
色
に
染

�
�
�
�
�
�
�

秋の旅行

ま
っ
た
木
々
の
美
し
さ
が
印
象
に
残
っ
た
。

◎
今
宵
の
宿
ヘ

　

ホ
テ
ル
神
の
湯
温
泉
で
ゆ
っ
た
り
温
泉

に
つ
か
り
日
頃
の
疲
れ
を
癒
し
た
。

ち
ょ
っ
と
肌
に
冷
た
い
雨
が
降
る
な
か
、

露
天
風
呂
は
心
地
よ
か
っ
た
。宴
会
の
後
、

カ
ラ
オ
ケ
で
は
デ
ュ
エ
ッ
ト
曲
も
あ
り
大

い
に
盛
り
上
が
っ
た
。

◎
「
種
蒔
く
人
」

　

朝
か
ら
雨
、
予
定
を
一
部
カ
ッ
ト
し
て

山
梨
県
立
ミ
レ
ー
美
術
館
と
文
学
館
を
訪

門
。秋
の
夕
暮
れ
時
、若
い
農
夫
が
坂
を
下

り
な
が
ら
左
手
で
種
の
入
っ
た
袋
を
握
り
、

右
手
で
力
強
く
種
を
ま
く
。右
奥
で
は
夕

日
を
浴
び
た
２
頭
の
牛
が
大
地
を
耕
す
。

　

人
体
に
よ
る
対
角
線
構
図
と
斜
め
の
地

平
線
の
交
差
が
生
み
出
す
緊
張
感
と
力
動

感
は
、
農
民
の
姿
や
生
活
を
さ
ら
に
一
層

生
き
い
き
と
描
い
て
い
る
よ
う
に
思
え

た
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
 
（
千
野
忠
良
）

伝
え
ら
れ
て
お
り
、
裏
山
に
日
米
修
好
百

年
を
記
念
し
て
外
務
大
臣
・
藤
山
愛
一
郎

の
筆
に
な
る「
咸
臨
丸
出
船
」の
碑
が
建
立

さ
れ
て
い
る
。

（
３
面
へ
続
く
）

宮
か
ら
勧
請
し
た
東
叶
神
社
は
、

勝
海
舟
が
咸
臨
丸
の
渡
米
を
祈
っ

て
断
食
を
し
た
所
と
さ
れ
、
船
玉

明
神
を
ま
つ
り
小
田
原
北
条
氏
が

水
軍
の
本
拠
と
し
た
浦
賀
城
跡
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

次
は
市
の
連
絡
船
で
、
対
岸
の

西
叶
神
社
に
渡
り
詣
で
た
。
続
く

常
福
寺
に
は
咸
臨
丸
の
出
航
に
あ

た
っ
て
、
勝
海
舟
が
祈
願
し
た
と

事
な
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
る
。
続
く
東
林

寺
の
開
山
は
１
５
２
２
年
と
古
く
、
漂
着

し
た
阿
弥
陀
如
来
像
を
本
尊
と
し
て
い
る

が
、
こ
こ
に
は
幕
末
に
あ
っ
て
活
躍
し
た

と
い
う
中
島
三
郎
助
の
墓
が
あ
る
。

　

ま
た
文
覚
上
人
が
京
都
の
石
清
水
八
幡

を
伴
っ
て
、
講
師
の
説
明
と
な
っ
た
。

　

始
め
の
顕
正
寺
に
は
、
荻
生
狙
来
の
朱

子
学
の
弟
子
で
陽
明
学
の
学
者
で
も
あ
る

中
根
東
里
の
墓
が
あ
る
。
ま
た
、
隣
の
東

耀
稲
荷
は
社
殿
の
ま
わ
り
や
格
天
井
に
見

が
、
港
に
適
し
た
地

形
と
東
京
湾
の
入
り

口
に
あ
た
る
た
め
、

古
く
は
享
保
５
年

（
１
７
２
０
）
に
、

幕
府
の
奉
行
所
の
設

置
を
契
機
と
し
て
栄

え
た
地
域
。
当
地
の

寺
社
は
幕
末
に
活
躍

し
た
人
達
の
い
わ
れ

　
　

月
２
日
の
穏
や
か
な
日
射
し
の
下
、

１１
浦
賀
湾
を
め
ぐ
る
幕
末
の
史
蹟
を
尋
ね
た
。

　

浦
賀
に
は
格
別
な
印
象
も
な
か
っ
た
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近
世
浦
賀
港
の

繁
栄
を
尋
ね
て

歴史教室
散策

顕正寺
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そ
の
他
、
当
時
の
奉
行
所
跡
、
為
朝
神

社
を
回
っ
た
。

　

今
回
の
散
歩
の
印
象
と
し
て
、
幕
末
の

頃
の
事
件
が
興
味
の
中
心
と
な
っ
た
が
、

師
の
説
明
と
併
せ
て
観
察
し
た
思
い
が
け

ず
楽
し
い
コ
ー
ス
で
あ
っ
た
。（

中
澤
祥
浩
）

そ
れ
ぞ
れ
の
建
物
は
３
０
０
年
余
の
歴
史

が
あ
り
、
平
穏
な
時
期
に
建
て
ら
れ
て
い

る
こ
と
も
あ
り
彫
刻
を
始
め
装
飾
、
屋
根

に
い
た
る
ま
で
手
を
尽
く
し
て
い
て
、
講

新
春
こ
だ
ま
俳
壇

新
春
こ
だ
ま
俳
壇

●歴史教室（散策）
　　テーマ　城下町「古河（こが）」散策
　　と　き　３月９日（火）
　　集　合　ＪＲ「横浜駅」８時頃の新宿ラ

インで古河まで直行
　　参加費　２５００円（昼食・入館料・資料冊

子等）
　　申込先　電話・FAX０４５（３６１）０１１２（佐

藤喜治）
●歴史教室（講義）
　　テーマ　常磐御前・義経ゆかりの京をみ

る
　　と　き　６月１４日（月）１３時３０分～１５時３０分
　　ところ　こだま会事務所（予定）
　　講　師　中村猪一郎会員　参加費　無料
　　申込先　電話・FAX０４５（３６１）０１１２（佐

藤喜治）
●俳句教室（先生と曜日変更・詳細は６面参照）
月例句会（第２木曜日午後１時～４時）、
こだま会事務所で開催。春と秋の吟行（旅
先での句会）もあります。初めての方も
大歓迎。楽しい句会です。

　　指　導　太田土男先生（俳句協会幹事）
　　会　費　５００円
　　と　き　第２木曜日１３時～１６時（１月１４日 

２月１１日・３月１１日・４月８日）
　　場　所　こだま会事務所
　　申込先・問合先　電話０４６３－８１－４４９３
　　　　　　　　　　（井村友彦）
●囲碁同好会（月例会：第１日曜日）
　　月例会に気軽にご参加を。
　　と　き　毎月第１日曜日１１時～

（２月７日・３月７日・４月４日）
　　ところ　囲碁サロン「有心」（横浜駅西口

太陽ビル６階）
　　会　費　７００円
　　申込先　電話０４５（７８２）７６６５（青沼慶祐）
●食文化を楽しむ会（薬膳料理）
　　＊７月を予定。詳細は６月号を。

予告予告��　予告予告��　予告予告���
�

�
�

�����
�����

　

小
雨
が
ぱ
ら
つ
く　

月　

日
、３
句
会
か

１１

２９

の
間
に
か
雨
も
あ
が
り
、
釣
り
人
が
静
か

ら
」
が
建
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
句
に
心
を

打
た
れ
た
人
た
ち
の
善
意
で
、
何
と
没
後

　

年
を
経
て
建
立
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

３０
　

そ
し
て
締
め
く
く
り
が
鴫
立
庵
で
の
句

会
で
す
。
庵
は
江
戸
初
期
の
と
て
も
風
情

の
あ
る
建
物
で
、
こ
こ
に
座
れ
ば
す
ぐ
に

で
も
一
句
で
き
そ
う
で
す
。
が
、
そ
う
は

い
き
ま
せ
ん
。
唸
り
な
が
ら
指
を
折
り
な

ん
と
か
句
会
に
参
加
で
き
ま
し
た
。

　

今
回
は
２
回
目
の
吟
行
で
し
た
が
、
自

分
が
表
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
的
確
に

詠
ん
だ
句
に
多
く
出
会
い
、
勉
強
不
足
を

痛
感
し
た
と
て
も
有
意
義
な
１
日
で
し
た
。

　

紅
葉
降
る
湖
の
釣
り
人
時
停
ま
る　

（
松
尾
佐
知
子
）

ら
な
る
秋
の
合
同
句
会
に
参
加

し
ま
し
た
。　
　

　

コ
ー
ス
は
秦
野
の
震
生
湖
・

中
井
の
秦
翁
寺
・
大
磯
の
鴫
立

庵
で
先
生
も
含
め
て
総
勢　
２０

人
。
我
が
こ
だ
ま
句
会
か
ら
は

３
人
の
参
加
で
し
た
。

　

震
生
湖
は
字
の
と
お
り
地
震

で
で
き
た
湖
で
寺
田
虎
彦
が

「
山
裂
け
て
な
り
た
る
湖
や
水

馬
」
と
詠
ん
で
い
ま
す
。
い
つ

に
糸
を
た
れ
て
い
る

湖
面
に
、
た
だ
た
だ

紅
葉
が
降
る
景
色
は

時
間
が
止
ま
っ
た
か

の
よ
う
で
し
た
。

　

次
の
秦
王
寺
に

は
、
中
井
町
の
農
民

俳
人
＝
小
林
一
眺
さ

ん
の
辞
世
の
句
碑

「
旅
は
い
ま
落
ち
葉

の
音
を
聞
き
な
が

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
	



合同吟行

霧
ご
め
の
冷
気
す
る
ど
く
初
日
待
つ

木
村　

武
子

変
わ
る
こ
と
何
も
な
け
れ
ど
年
新
た

島
田
多
嘉
子

初
日
の
出
昇
り
来
し
方
に
ら
み
待
つ

中
村　

桂
子

リ
ハ
ビ
リ
の
靴
新
し
く 
初  
春 
を
待
つ

は 

る鈴
木
志
げ
子

柿
の
葉
の
落
ち
た
る
枝
に
初
日
乗
る

白
井
保
次
郎

階
段
で
手
を
引
か
れ
て
の
初
参
り

白
石　

為
康

初
富
士
や
凧
の
呼
び
声
ぶ
ぉ
〜
ん
ぶ
ぉ
ん

井
村　

友
彦

鍬
も
た
ね
ど
賢
治
の
こ
こ
ろ
喜
寿
の
春

小
川　

水
草

元
旦
や
「
朝
陽
霊
峰
」
凛
と
し
て

三
井　

光
子

新
し
き
ち
ひ
ろ
の
暦
平
和
色松

尾
佐
知
子

な
つ
か
し
の
歌
声
終
り
年
始鳥

海　

敏
雄

残
飯
に
紅
葉
か
け
た
し
坊
の
庭

湯
川　
　

勉

峯
へ
百
里
の
思
ひ
の
新
た
初
河
夫
利

山
本
つ
ぼ
み

鴨立庵（大磯）



２０１０年（平成２２年）１月１５日 神奈川県職労連 退職者こだま会報 第　８７　号　（４）

会員�
紹介�

飯・山・だ・よ・り

ユリに魅せられて

　

長
野
県
の
飯
山
に
来
て
３
年
。
と
言
っ

て
も
ず
っ
と
飯
山
で
暮
ら
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、静
岡
と
徳
島
に
実
家
が
あ
り
、

ユ
リ
の
関
係
で
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
出

か
け
る
の
で
住
所
不
定
。「
今
、
ど
ち
ら
に

居
ま
す
か
」
と
聞
か
れ
る
の
が
電
話
で
の

会
話
の
始
ま
り
に
な
り
ま
す
。

　
「　

代
は
若
者
だ
あ
ー
」

６０

　

長
野
県
で
も
北
東
部
の
は
ず
れ
、
新
潟

県
境
に
近
い
所
で
、
野
沢
温
泉
へ
は
車
で

　

分
。
千
曲
川
に
近
く
、
ジ
ブ
リ
の
ア
ニ

２０メ
『
と
な
り
の
ト
ト
ロ
』
の
背
景
画
と
同

じ
日
本
の
田
舎
の
原
風
景
そ
の
ま
ま
の

「
西
大
滝
」
と
い
う

集
落
に
い
ま
す
。
見

か
け
る
の
は
ほ
と
ん

ど
が
お
祖
母
さ
ん

で
、「　

代
は
若
者
だ

６０

で
追
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

品
格
あ
る
美
し
い
ユ
リ
を

　

ユ
リ
球
根
は　

年
く
ら
い
前
か
ら
大
量

２５

に
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
輸
入
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。品
種
改
良
の
歴
史
は
約　

年
。

１５０

シ
ー
ボ
ル
ト
が
１
８
２
９
年
に
持
ち
帰
っ

た
ア
カ
カ
ノ
コ
ユ
リ
が
、
欧
米
人
を
魅
了

あ
ー
」と
私
の
事
も
激
励
し
て
く
れ
ま
す
。

＊　
　

＊　
　

＊

　

昭
和　

年
に
神
奈
川
県
の
職
員
と
な
り

４４

ま
し
た
が
、
行
政
職
と
は
い
え
大
半
が
フ

ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー
大
船
植
物
園
で
の
勤

務
。
自
分
の
趣
味
が
仕
事
に
な
り
、
フ
ラ

ワ
ー
セ
ン
タ
ー
の
官
舎
に
住
み
、
人
の
金

境
遇
で
し
た
が
、

そ
れ
だ
け
に
仕
事

に
終
わ
り
が
な

く
、
や
り
残
し
た

課
題
を
今
は
趣
味

（
公
金
）
で
自
分

の
好
き
な
事
が
や

れ
、
県
民
に
喜
ば

れ
る
と
い
う
、
い

た
っ
て
恵
ま
れ
た

し
た
の
が
そ
の
始
ま
り
で
す
。江
戸
末
期
、

横
浜
が
開
港
さ
れ
た
直
後
か
ら
、
ヤ
マ
ユ

リ
の
輸
出
が
始
ま
り
、
サ
サ
ユ
リ
・
オ
ニ

ユ
リ
・
ス
カ
シ
ユ
リ
・
カ
ノ
コ
ユ
リ
・
テ
ッ

ポ
ウ
ユ
リ
・
オ
ト
メ
ユ
リ
・
ウ
ケ
ユ
リ
等
、

日
本
に
自
生
し
て
い
た
美
し
い
種
類
が
、

戦
前
ま
で
輸
出
農
産
物
の
花
形
と
し
て
世

界
中
に
輸
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
球
根
が
育
種
の
材
料
、
遺
伝

資
源
と
な
り
、
品
種
改
良
さ
れ
て
ア
ジ
ア

テ
ィ
ッ
ク
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
や
オ
リ
エ
ン
タ

ル
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。

で
、
大
き
く
て
派
手
な
も
の
が
追
求
さ
れ

た
た
め
、
日
本
の
ユ
リ
と
は
似
て
も
似
つ

か
ぬ
花
型
と
な
り
、
匂
い
が
き
つ
く
身
近

に
は
飾
れ
な
い
花
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
サ
サ
ユ
リ
に
代
表
さ
れ
る
色
の
淡
い

 
嫋 
や
か
で
品
格
の
あ
る
香
り
の
良
い
日
本

た
お人

の
美
意
識
に
合
っ
た
ユ
リ
を
作
る
、
見

飽
き
な
い
美
し
い
ユ
リ
を
作
る
と
い
う
課

題
に
残
る
人
生
を
使
う
こ
と
に
し
ま
し

た
。

　

荒
廃
地
を
開
拓
し

　

種
を
蒔
い
て
花
が
咲
く
ま
で
５
年
か
ら

　

１
９
８
０
年
頃
か
ら

オ
ラ
ン
ダ
の
業
者
に

よ
っ
て
大
量
生
産
さ

れ
、
輸
出
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
す
。
日

本
原
産
の
ユ
リ
が
品
種

改
良
に
利
用
さ
れ
ま
し

た
が
、
欧
米
人
の
好
み

８
年
、
交
配
し
て
か
ら
選
抜
で
き
る
ワ
ン

サ
イ
ク
ル
に
約　

年
か
か
り
ま
す
。
連
作

１０

を
嫌
い
、寒
さ
に
は
強
い
が
暑
さ
に
弱
く
、

土
壌
の
水
分
量
や
日
当
た
り
具
合
に
よ
っ

て
は
、
葉
が
枯
れ
球
根
が
腐
っ
て
し
ま
う

病
気
が
あ
る
、
な
か
な
か
や
っ
か
い
な
植

物
で
す
。
現
在
は
海
抜
３
百
�
、５
百
�
、

９
百
�
の
３
ヶ
所
で
栽
培
し
て
い
ま
す

が
、
５
百
�
の
畑
を
主
力
に
考
え
て
い
ま

す（　

ア
ー
ル
＝
２
２
５
０
坪
）。
熊
や
カ

７５

モ
シ
カ
が
行
き
来
す
る
畑
で
す
。

　

今
の
と
こ
ろ
世
界
に　

種
程
あ
る
原
種

１００

の
う
ち　

種
、
亜
種
・
変
種
を
入
れ
る
と

６５

　

種
を
収
集
し
、
ス
ス
キ
・
ヨ
シ
・
オ
ギ

１６０が
混
生
す
る
荒
廃
地
を
少
し
ず
つ
手
作
業

で
開
墾
し
な
が
ら
、
球
根
を
植
え
込
み
、

種
を
蒔
い
て
い
ま
す
。

　

５
つ
の
課
題
に
挑
戦

　

目
標
は
、
①
原
種
の
ユ
リ
を
、
施
設
を

使
わ
ず
農
薬
や
肥
料
を
施
用
し
な
い
で
、

オ
ギ
と
共
生

さ
せ
て
、
な

る
べ
く
た
く

さ
ん
の
種
類

を
作
る
。
②

日
本
人
の
美

意
識
に
合
っ

た
香
り
の
良

い
美
し
い
品
種
を
作
る
。
③
食
用
に
向
く

品
種
を
作
る
。
④
原
種
の
ユ
リ
球
根
を
生

産
し
、
輸
出
す
る
（
絶
滅
危
惧
種
を
保
護
・

保
存
す
る
）。
⑤
観
光
資
源
と
し
て
利
用

千曲川沿いの旧国道１１７号線からみた野沢温泉村

大石勝彦さん

食用ユリとして検討して
いる交配種のユリ
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し
、
品
種
改
良
さ
れ
た
も
の
を
切
花
や
球

根
で
地
域
の
特
産
物
に
す
る
。
残
る
人
生

で
間
に
合
い
そ
う
も
な
い
大
き
な
課
題
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

国
会
図
書
館
等
で
資
料
調
査

　

冬
か
ら
春
の
間
に
は
、
国
会
図
書
館
と

東
大
の
博
物
館
に
通
い
ま
し
た
。
伊
藤
圭

介
の
残
し
た
ユ
リ
の
資
料
の
調
査
、
フ
ラ

ン
ス
か
ら
横
須
賀
に
来
て
い
た
サ
バ
チ
ュ

が
持
ち
帰
っ
て
い
た
馬
場
大
助
の
ユ
リ
図

譜
（
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
た
も
の
）
の

原
本
の
確
認
が
で
き
ま
し
た
。
大
発
見
な

の
で
、
整
理
を
し
て
発
表
し
て
お
か
な
く

て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

現
職
の
時
か
ら
自
分
の
時
間
と
金
を
つ

ぎ
込
ん
で
仕
事
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
今

は
給
料
な
し
で
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
や
っ

て
い
ま
す
。
貧
乏
暇
な
し
の
忙
し
い
生
活

で
す
が
知
り
合
い
か
ら
は
「
や
る
事
が
あ
っ

て
い
い
ね
」と
羨
ま
し
が
ら
れ
て
い
ま
す
。

軍
記
録
『
麦
と
兵
隊
』
を
発
表
、
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。
続
い
て
世
に
問
う
た

の
が
『
土
と
兵
隊
』。
こ
の
小
説
は
、
火
野

が
実
戦
部
隊
の
一
分
隊
長
と
し
て
、　

数
１０

名
の
兵
士
を
指
揮
し
て
実
戦
に
参
加
し
た

経
験
を
基
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

映
画
化
に
あ
た
り
監
督
の
田
坂
具
隆
は

前
線
に
赴
き
、
兵
の
実
態
を
目
に
し
た
。

重
い
砲
弾
を
背
負
っ
て
昼
夜
の
別
な
く
歩

く
兵
士
に
心
打
た
れ
た
。
そ
し
て
戦
争
と

は
歩
く
こ
と
だ
、
一
つ
の
方
向
に
黙
々
と

歩
く
こ
と
だ
、
と
感
じ
入
っ
た
と
い
う
。

　

中
国
本
土
で
３
ヶ
月
余
り
か
け
て
撮
影

さ
れ
た
映
画
『
土
と
兵
隊
』
は
、
上
映
時

間
の
ほ
と
ん
ど
が
兵
士
達
の
歩
く
姿
を
執

拗
に
描
い
て
い
る
。萱
の
密
生
し
た
な
か
、

麦
畑
の
傍
、
泥
濘
の
道
、
ク
リ
ー
ク
の
沿

道
、
夜
雨
の
な
か
…
。

　

昭
和　

年　

月
、
東
京
の
空
に
映
画
完

１４

１０

成
を
知
ら
せ
る
ア
ド
バ
ル
ー
ン
が
あ
が
っ

た
。
歌
舞
伎
座
で
の
ロ
ー
ド
シ
ョ
ウ
に
続

き
全
国
公
開
さ
れ
た
こ
の
映
画
は
、
１
ヶ

月
以
上
の
ロ
ン
グ
ラ
ン
と
な
り
、
多
く
の

国
民
の
支
持
を
得
た
。　

　

さ
て
、
当
時
の
映
画
評
で
は
「
今
事
変

を
契
機
と
し
て
生
じ
た
最
も
優
れ
た
映
画

で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
公
開
か
ら　

年
を

７０

経
た
現
時
点
で
の
評
価
は
厳
し
い
。
日
中

戦
争
は
日
本
に
と
っ
て
弁
明
の
余
地
の
全

く
な
い
侵
略
戦
争
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白

な
事
実
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

映
画
は
戦
争
批
判
を
し
て
い
な
い
、
と
い

う
の
が
識
者
の
指
摘
で
あ
る
。

　
『
土
と
兵
隊
』は
軍
部
の
全
面
的
な
協
力

を
得
て
撮
影
さ
れ
た
。
膨
大
な
人
数
の
兵

士
が
エ
キ
ス
ト
ラ
と
し
て
フ
ィ
ル
ム
に
残

さ
れ
て
い
る
。
ス
ク
リ
ー
ン
に
展
開
さ
れ

る
兵
士
の
行
進
は
、
圧
倒
的
な
迫
力
で
観

る
者
に
迫
る
。
し
か
し
、
そ
の
兵
の
大
多

数
が
再
び
祖
国
に
帰
ら
な
か
っ
た
こ
と
を

思
う
と
、
ま
こ
と
に
胸
が
痛
む
思
い
で
あ

る
。
あ
た
か
も
反
戦
映
画
を
観
た
後
の
よ

う
な
感
覚
に
と
ら
わ
れ
る
の
は
、　

年
と

７０

い
う
歳
月
の
故
で
あ
ろ
う
か
。

　

戦
争
末
期
、
田
坂
具
隆
は
故
郷
の
広
島

に
入
営
し
、
被
爆
し
た
。
戦
後
永
ら
く
原

爆
症
に
苦
し
ん
だ
が
復
帰
し『
女
中
ッ
子
』

『
陽
の
あ
た
る
坂
道
』『
五
番
町
夕
霧
楼
』

『
親
鸞
』『
冷
飯
と
お
さ
ん
と
ち
ゃ
ん
』
等

の
名
作
を
残
し
て
、
昭
和　

年
に　

歳
で

４９

７２

没
し
た
。 　
　
　
　
　
　
　
 
（
田
中
一
男
）

　

そ
の
自
殺
を
巡
っ
て
特
高
や
、
素
人
探

偵
を
自
称
す
る
若
い
華
族
が
究
明
に
走
る
。

　
「
月
辰
会
研
究
所
」は
隠
れ
ミ
ノ
。
新
興

の
宗
教
団
体
が
、宮
中
の
女
官
や
元
憲
兵
、

陸
海
軍
将
校
を
信
徒
に
し
た
の
は
？　

「
月
と
北
斗
七
星
の
霊
紋
」
の
意
味
は
？

　

物
語
は
、
大
正
時
代
の
満
州
へ
さ
か
の

ぼ
り
、「
大
連
阿
片
事
件
」、
満
州
浪
人
、

ス
パ
イ
等
々
か
ら
み
あ
い
、
そ
の
土
壌
か

ら
新
興
宗
教
の
芽
が
生
ま
れ
る
。

　

こ
の
著
作
は
、平
成
２
年
３
月
か
ら『
週

刊
文
春
』
に
連
載
で
始
ま
り
、
清
張
、
病

に
倒
れ
不
帰
の
人
と
な
っ
た
平
成
４
年
、

　

回
で
中
断
。
物
語
の
終
盤
で
未
完
に

１０５終
っ
た
大
作
。
息
も
つ
か
せ
ず
、
ぐ
い
ぐ

い
引
き
込
ま
れ
ま
す
。 　
　
 
（
木
村
武
子
）

し
た
も
の
で
す
。

　

昭
和
８
年
、
埼
玉
県
梅
若
町
に
、
よ
く

占
い
の
当
た
る
「
月
辰
会
研
究
所
」
が
出

来
て
い
た
。
埼
玉
県
特
高
係
長
が
視
察
の

途
中
、
研
究
所
に
興
味
を
持
つ
。
そ
の
帰

り
、
梅
若
駅
（
東
武
）
で
上
品
な
若
い
女

性
を
、
ち
ょ
っ
と
し
た
き
っ
か
け
で
尋
問

し
た
。
そ
の
女
性
は
、
宮
中
高
級
女
官
の

部
屋
子
と
呼
ば
れ
る
召
使
い
で
、
女
官
の

使
い
で
梅
若
に
来
て
い
た
。
女
性
は
、
そ

の
数
日
後
に
自
宅
へ
帰
り
自
殺
す
る
。

　

松
本
清
張
生
誕
百
年
の
記
念
行
事
が
昨

年
、
盛
大
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
因

み
、
清
張
未
完
の
推
理
小
説
を
読
ん
で
み

ま
せ
ん
か
。

　

清
張
は
著
作
『
昭
和
史
発
掘
』
で
、
丹

念
な
取
材
と
丁
寧
な
調
査
で
、
戦
前
の
資

料
を
沢
山
収
集
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
、

作
品
化
し
た
い

テ
ー
マ
が
数
多
く

生
ま
れ
、
そ
の
一

つ
『
新
興
宗
教
と

宮
中
』
を
題
材
に

　

火
野
葦
平
は
『
糞
尿
譚
』
で
芥

川
賞
を
受
賞
し
た
。
当
時
火
野
は

一
兵
卒
と
し
て
中
国
の
前
線
に
あ

り
、
現
地
で
賞
を
受
け
た
。
軍
は

火
野
を
報
道
班
に
転
属
さ
せ
、
作

家
活
動
を
許
可
し
た
。
や
が
て
従

映画随想　　 戦争と映画2

『
土
と
兵
隊
』

監
督：

田
坂
具
隆

『
神
々
の
乱
心
』

松
本
清
張
著

文春文庫
上・下
２００１年刊）（

１９３９年
日本 ）（

BOOK
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昨
年
の　

月　

日
（
土
）
か

１１

２１

ら　

日
（
日
）、
総
勢
８
名
は
高

２２
野
山
と
奈
良
大
和
路
の
３
つ
の

神
社
仏
閣
を
巡
り
、
紅
葉
の
な

か
の
歴
史
散
策
を
楽
し
ん
だ
。

□
第
１
日
目
■

　

新
横
浜
よ
り
新
幹
線
で
名
古

屋
に
直
行
。バ
ス
で
高
野
山
へ
。

ガ
イ
ド
の
案
内
で
高
野
山
奥
の

院
へ
。
毎
月　

日
は
弘
法
大
使

２１

様
が
全
国
行
脚
か
ら
高
野
山
に

帰
ら
れ
る
日
で
、
御
廊
下
に
鎮

座
し
て
い
る
大
師
様
に
拝
礼
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
宿
坊
「
天

徳
院
」
に
泊
ま
る
。

　

二
膳
で
質
素
な
が
ら
美
味
の

精
進
料
理
を
い
た
だ
き
、
早
め
に
床
に
着

い
た
。
し
か
し
部
屋
近
く
の
厨
房
に
あ
る

残
飯
の
多
さ
に
心
が
痛
ん
だ
。

　

□
第
２
日
目
■

　

前
夜
の
早
寝
の
せ
い
か
、
４
時
前
に
目

覚
め
る
。
顔
は
つ
る
つ
る
し
て
い
る
。
前

日
の
精
進
料
理
と
聖
地
・
高
野
山
の
や
す

ら
ぎ
の
効
果
か
。
そ
れ
ぞ
れ
朝
食
前
の 
勤 ごん

 
業 
と
散
歩
に
。
清
々
し
い
気
分
で
朝
食
を

ぎ
ょ
う

い
た
だ
い
た
後
、
高
野
山
を
下
り
奈
良
、

大
和
路
を
一
路
、
談
山
神
社
へ
。
正
午
、

 
大  
和  
多  
武  
峰 
、
談
山
神
社
着
。
大
化
の
改

や
ま 
と 
と
う 
の 
み
ね

新
の
発
祥
地
。
中
大
兄
皇
子（
天
智
天
皇
）

と
中
臣
鎌
足
（
藤
原
鎌
足
）
が
談
合
し
た

地
。
重
文
の
十
三
重
塔
が
有
名
。
本
殿
か

ら
の
眺
め
は
素
晴
ら
し
か
っ
た
が
、
紅
葉

聖
地
・
霊
峰
高
野
山
と
奈
良
、大
和
路
を
ゆ
く

歴史教室・奈良・大和路１泊研修旅行

は
い
ま
い
ち
。
談
山
神
社
に
は
、
芭
蕉
の

句
碑
が
あ
る
。

　

雲
雀
よ
り
空
に
や
す
ら
ふ
峠
か
な

　

次
に
長
谷
寺
。
古
今
よ
り
女
性
に
人
気

の「
花
の
御
寺
」。
か
の
清
少
納
言
な
ど
文

人
が
多
く
詣
で
て
い
る
。
春
は
桜
、牡
丹
。

牡
丹
の
寺
と
し
て
有
名
。
夏
は
紫
陽
花
。

高野山・宿坊「天徳院」にて
（撮影・佐藤喜治）

秋
は
紅
葉
。
冬
は
雪
に
映
え
る
寒
牡
丹
。

四
季
の
花
が
寺
を
彩
る
。
い
つ
来
て
も
登

廊
に
は
癒
さ
れ
る
。
本
殿
か
ら
五
重
塔
へ

の
眺
め
は
、
全
山
紅
葉
し
て
素
晴
ら
し

か
っ
た
。
本
殿
の
十
一
面
観
世
音
菩
薩
は

巨
大
で
感
動
的
。

　

大
和
路
の
最
後
は
、
室
生
寺
。
小
雨
降

る
中
、
金
堂
・
本
堂
・
五
重
塔
・
奥
の
院

を
巡
る
。
各
堂
は
木
立
に
囲
ま
れ
、
ひ
っ

そ
り
と
地
味
な
た
た
ず
ま
い
だ
。
五
重
塔

は
木
立
の
中
に
燦
然
と
輝
き「
女
人
高
野
」

を
象
徴
し
て
い
た
。
金
堂
内
の
一
本
造
り

の
各
像
は
圧
巻
。
奥
の
院
は
急
な
階
段
の

連
続
で
健
脚
向
き
。

　

旅
も
無
事
終
わ
り
、
午
後
８
時
過
ぎ
名

古
屋
よ
り
帰
路
に
着
く
。

　

残
飯
に
紅
葉
か
け
た
し
坊
の
夜　

扶
助
子
（
湯
川　

勉
）

絵　
手　
紙

奥
津
弘
久
さ
ん
の
作
品

松尾佐知子さんの作品

本
つ
ぼ
み
先
生（
阿
夫
利
嶺
主
宰
）。
昨
年

　

月
の
句
会
を
最
後
に
、
太
田
土
男
先
生

１２と
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
さ
れ
ま
し
た
。
山
本
先

生
に
は
、
初
心
者
を
ぐ
い
ぐ
い
引
っ
張
っ

て
い
た
だ
き
、
そ
の
成
果
は
『
こ
だ
ま
句

集
』（
２
冊
発
行
）と
し
て
実
り
ま
し
た
。本

当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

今
年
か
ら
は
太
田
土
男
先
生
の
も
と
で

励
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
太
田
先
生
は
１

９
３
７
年
、
川
崎
生
ま
れ
。
農
水
省
の
研

究
機
関
に
勤
務
さ
れ
、　

年
に
大
野
林
火

５８

氏
に
師
事
。　

年
『
百
鳥
』
創
刊
と
共
に

９４

同
人
。「
濱
」
賞
、「
百
鳥
」
鳳
声
賞
、
第

　

回
俳
壇
賞
、
等
々
を
受
賞
。
現
在
「
百

１０鳥
」「
草
笛
」「
濱
」
同
人
。
俳
句
協
会
幹

事
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

句
会
は
毎
月
第
２
木
曜
日
に
変
更
に
な

り
ま
す
。
楽
し
い
句
会
で
す
。
皆
さ
ん
の

ご
参
加
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
「
こ
だ
ま
句
会
」発
足
以
来
９

年
間
、
ご
指
導
い
た
だ
い
た
山

こだま句会

山
本
つ
ぼ
み
先
生
か
ら

太
田
土
男
先
生
へ

バ
ト
ン
タ
ッ
チ
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品川正治さん

「
９
条
」は
人
間
の
目
で
見
て
い
る

た
っ
た
一
つ
の
憲
法
で
す

　
「
県
職
員
九
条
の
会
」
は　

月
５
日
、

１２

横
浜
市
従
会
館
で
品
川
正
治
さ
ん
（
経
済

同
友
会
終
身
幹
事
・　

歳
）
を
迎
え
「
平

８５

和
講
演
会
」
を
開
催
。
参
加
者
は　

人
。

５９

　

品
川
さ
ん
は
満
州
事
変
、
日
中
戦
争
、

太
平
洋
戦
争
を
経
験
。
旧
制
高
校
の
時
に

徴
兵
猶
予
制
度
が
な
く
な
り
、「
あ
と
２
年

で
兵
隊
に
い
く
。そ
れ
は
死
を
意
味
す
る
。

死
ぬ
ま
で
に
カ
ン
ト
の『
純
粋
理
性
批
判
』

を
原
語
で
読
み
た
い
」
と
１
年
半
か
け
て

読
み
終
え
た　

日
後
、
召
集
令
状
が
来
て

１０

中
国
の
河
南
省
に
送
ら
れ
ま
し
た
。

　

開
け
て
も
暮
れ
て
も
戦
闘
状
態
。
白
兵

戦
で
、
面
と
向
か
っ
た
殺
し
合
い
を
体
験

し
、「
体
に
５
発
弾
を
受
け
、
今
も
そ
の

一
部
が
右
足
に
残
っ
て
い
る
」

　

し
か
し
、　

歳
に
な
る
ま
で
実
体
験
を

８０

語
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
「
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
や
レ
イ
テ
等
で
は
７

割
が
餓
死
。
サ
イ
パ
ン
、
沖
縄
等
で
は
玉

砕
し
か
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
」「
こ
う
し
た

人
た
ち
の
前
で
、
私
は
中
国
で
戦
争
し
た

な
ん
て
、
言
え
な
い
と
思
っ
て
い
た
」

　

そ
し
て
、「
あ
な
た
だ
け
ど
う
し
て
助

か
っ
た
の
か
と
問
わ
れ
る
と
、
そ
の
先
は

話
せ
な
く
な
る
」
と
も
。

　

そ
ん
な
ト
ラ
ウ
マ
を　

数
年
も
抱
え
て

６０

生
き
て
き
た
あ
る
日
、
戦
友
の
出
身
地
で

講
演
会
に
呼
ば
れ
ま
し
た
。
高
齢
の
人
た

ち
に
向
か
い
、「
壇
上
か
ら
お
詫
び
を
申
し

上
げ
、手
を
付
い
て
謝
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

み
な
さ
ん
、
い
き
な
り
号
泣
さ
れ
た
。
聴

衆
が
も
ら
い
泣
き
し
て
い
る
」「
そ
れ
以

来
、戦
争
の
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」

　

終
戦
後
は　

月
に
武
装
解
除
、
捕
虜
収

１１

容
所
か
ら
帰
国
。
引
揚
船
の
停
泊
中
に
配

ら
れ
た
「
憲
法
草
案
」（
新
聞
に
掲
載
）

を
皆
の
前
で
読
む
よ
う
に
言
わ
れ
、「
９
条

ま
で
き
た
時
、
み
ん
な
泣
い
た
。
戦
争
放

棄
を
謳
い
、
軍
隊
を
持
た
ず
国
の
交
戦
権

も
認
め
な
い
…
。
こ
れ
な
ら
戦
友
も
浮
か

ば
れ
る
」。こ
れ
が
品
川
さ
ん
と
日
本
国
憲

法
と
の
最
初
の
出
会
い
で
し
た
。

　

戦
後
は
、「
為
政
者
は
戦
争
を
出
来
る
国

に
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
９
条
の
旗
は
ボ

ロ
ボ
ロ
に
な
っ
た
が
、
国
民
は
こ
の
旗
を

手
放
そ
う
と
し
な
い
」
と
し
、「
日
本
の

９
条
は
人
間
の
目
で
見
て
い
る
た
だ
一
つ

の
憲
法
だ
」。
経
済
人
と
し
て
、
リ
ー
マ

ン
シ
ョ
ッ
ク
や
年
越
し
派
遣
村
に
ふ
れ
、

「
戦
争
を
人
間
の
目
で
見
て
い
る
日
本

が
、
ど
う
し
て
人
間
の
目
で
経
済
を
見
な

い
の
か
」
と
強
調
し
ま
し
た
。

　

今
、
オ
バ
マ
政
権
誕
生
と
日
本
の
政
権

交
代
の
中
に
あ
っ
て
、「
普
天
間
基
地
は
い

ら
な
い
、
核
の
傘
は
い
ら
な
い
と
発
言
し

続
け
れ
ば
、
日
本
も
世
界
も
変
わ
る
」「
人

任
せ
に
し
な
い
で
、
自
分
は
何
が
出
来
る

か
考
え
よ
う
」
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。

（
鳥
海
敏
雄
）

「県職員九条の会」が平和講演会

　

藤
沢
市
民
会
館
で　

月　

日
、「
第
５
回

１１

１２

輝
け
高
齢
期
か
な
が
わ
の
集
い
」
が
開
か

れ
、
２
５
０
余
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

ま
ず
、「
医
療
・
介
護
・
国
保
の
改
悪
反

対
・
安
心
の
高
齢
期
を
」
と
題
し
て
篠
崎

次
男
さ
ん
が
講
演
。「　

歳
以
上
の
半
分
は

６５

身
体
に
病
的
痛
み
や
疲
れ
を
持
ち
、
そ
の

半
分
は
日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
し
て
い

る
。
高
齢
者
の
大
半
は
、
税
と
保
険
料
と

医
療
介
護
の
負
担
に
喘
い
で
い
る
の
が
実

情
だ
。
１
９
７
０
年
代
に
実
現
で
き
た
老

人
医
療
費
無
料
制
度
が
、
今
の
国
力
で
で

き
な
い
事
は
な
い
」
と
話
し
ま
し
た
。

　

基
調
報
告
で
佐
々
木
滋
・
県
社
保
協
事

務
局
長
は
、「
先
の
選
挙
は
、
自
・
公
を
政

権
か
ら
退
場
さ
せ
た
歴
史
的
な
も
の
。
し

か
し
国
民
は
民
主
党
の
政
策
を
全
面
的
に

は
支
持
し
て
い
な
い
。
後
期
高
齢
者
医
療

法
や
障
害
者
自
立
支
援
法
を
廃
止
し
、
生

活
保
護
の
母
子
加
算
を
復
活
さ
せ
よ
う
。

憲
法
擁
護
、『
９
条
の
会
』
活
動
、
核
兵

器
廃
絶
の
運
動
に
力
を
尽
く
そ
う
」
と
提

起
し
ま
し
た
。

　

４
本
の
特
別
報
告
は
湘
南
・
藤
沢
周
辺

の
市
民
運
動
が
活
発
な
こ
と
を
う
か
が
え

る
報
告
で
し
た
。
コ
ー
ラ
ス
や　

人
に
よ

５０

る
フ
ラ
ダ
ン
ス
等
も
披
露
さ
れ
、
大
会
ア

ピ
ー
ル
採
択
。
連
絡
会
会
長
の
中
里
龍
夫

さ
ん
が
閉
会
の
挨
拶
。
終
了
後
、
駅
ま
で

行
進
し
ま
し
た
。 　
　
　
 
（
鳥
居
伸
太
郎
）

輝
け
高
齢
期
か
な
が
わ
の
つ
ど
い

高
齢
期
運
動
の
出
番
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後
記

▼
今
号
の
「
会
員
紹
介
」
は
、

大
石
勝
彦
さ
ん
。定
年
後
も
、

ユ
リ
の
研
究
を
続
け
、
行
方

不
明
だ
っ
た
「
ユ
リ
図
譜
」

の
原
本
を
発
見
。
す
ご
い
こ

と
で
す
ね
。
会
員
の
中
に

は
、
多
種
多
芸
の
方
が
た
く

さ
ん
お
ら
れ
ま
す
。
元
気
で

活
躍
さ
れ
て
い
る
方
を
、
こ

れ
か
ら
も
紹
介
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

▼
今
年
は
安
保
改
定　

年
。

５０

「
普
天
間
基
地
は
い
ら
な

い
、
核
の
傘
は
い
ら
な
い
と

言
い
続
け
れ
ば
、
日
本
も
世

界
も
変
わ
る
」
と
言
わ
れ
る

品
川
正
治
さ
ん
（
県
職
員
九

条
の
会
の
講
演
会
）
の
発
言

に
納
得
で
す
。
新
政
権
は
、

ア
メ
リ
カ
に
堂
々
と
正
論
を

主
張
し
て
い
っ
て
欲
し
い
も

の
で
す
。

▼
「
手
づ
く
り
文
化
祭
」
で

は
会
員
に
よ
る
華
や
か
な
フ

ラ
ダ
ン
ス
も
登
場
し
、
盛
り

上
げ
ま
し
た
。

▼
健
康
第
一
。
今
年
も
大
い

に
交
流
を
深
め
て
い
き
ま

し
ょ
う
。
風
邪
な
ど
引
か
れ

ま
せ
ん
よ
う
に
…
。 　
 
〈
と
〉

れ
、
会
場
を
賑
や
か
に
盛
り
上
げ
て
い
ま

し
た
。

　

４
階
の
ホ
ー
ル
で
は
演
芸
が
開
か
れ
、

舞
台
の
前
に
は
テ
ー
ブ
ル
が
置
か
れ
、
持

オ
ケ
で
、
皆
さ
ん
慣
れ
て
い
る
せ

い
か
、
堂
々
と
歌
い
上
手
で
玄
人

は
だ
し
で
し
た
。

　

ま
た
和
服
の
着
付
け
の
発
表
も

あ
り
、
６
人
の
会
員
モ
デ
ル
さ
ん

が
和
服
姿
で
出
演
さ
れ
ま
し
た
。

着
付
け
の
先
生
は　

歳
と
の
こ

８５

と
。
ま
こ
と
に
お
元
気
で
し
た
。

　

今
回
も
手
づ
く
り
文
化
祭
は
盛

大
に
終
わ
り
ま
し
た
。
実
行
委
員

の
皆
様
、
ご
苦
労
様
で
し
た
。（

雨
宮
一
雄
）

参
の
食
べ
物
や
、
会
場
で
販
売
し
て
い
る

ビ
ー
ル
や
お
で
ん
を
つ
ま
み
な
が
ら
、
和

気
あ
い
あ
い
と
演
芸
を
楽
し
み
ま
し
た
。

三
味
線
や
踊
り
、
民
謡
・
演
歌
・
居
合
・

尺
八
演
奏
…
、
特
に
目
を
引
い
た
の
が
、

こ
だ
ま
会
員
の
華
や
か
な
ハ
ワ
イ
ア
ン
の

調
べ
に
よ
る
フ
ラ
ダ
ン
ス
で
し
た
。
カ
ラ

　

恒
例
の
「
神
奈
川
自
治
労
連
退
職
者
会

第　

回
ふ
れ
あ
い
手
づ
く
り
が
文
化
祭
」

１５
が
横
浜
市
従
会
館
で
昨
年　

月　

日（
土
）

１０

３１

に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。　

月
末
と
は
思
え

１０

ぬ
よ
う
な
暖
か
な
１
日
で
し
た
。

　

３
階
の
会
議
室
に
は
市
従
会
員
の
趣
味

の
サ
ー
ク
ル
活
動
（
ち
ぎ
り
絵
・
絵
画
・

写
真
・
各
種
手
芸
品
・
俳
句
・
生
け
花
・

絵
手
紙
等
々
）、の
す
ば
ら
し
い
作
品
が
展

示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
「
こ
だ
ま
会
」
か
ら
も
、
数
で
は
劣
り

ま
し
た
が
、
絵
画
・
写
真
・
各
種
手
芸

品
・
俳
句
・
絵
手
紙
等
の
作
品
が
出
品
さ

手
づ
く
り
で
楽
し
い

文
化
祭

食
文
化
を
楽
し
む
会

「
薬
膳
料
理
」　
　
　

風
邪
予
防
の
食
材
に
は
「
蓮
根
」「
山
芋
」
な
ど
根
菜
を

　０９年１１月２５日、横浜市健康福祉セ

ンターで、「食文化を楽しむ会」があ

りました。テーマは「風邪予防の薬

膳料理」で参加者は８人。レシピの

欲しい方は事務局へご一報を。

〈メニュー〉

①銀杏入り御飯
②黄耆・陳皮入り鶏肉と蓮根の炒め
煮…オウギ・チンピは生薬。これ
で煮汁を作って置く。肉・蓮根・

人参・長葱・生姜を食べ易く切り、

順に炒め、煮付けとめんつゆを加

え煮詰める。炒めた松の実を散ら

す。

③菊花と蕪の酢の物…酢で茹でた菊
花、塩でしんなりさせた蕪、戻し

て茹でた白きくらげ。これを五味

子酢の入った合わせ酢に漬ける。

④茸と山芋の汁…生椎茸・しめじ・
まいたけに豚肉や山芋の食材。山

芋と肉をまず炒め、用意した黄耆

の煎じ汁と水・茸を加える。調味

料で味を調え、アクを取りながら

煮込む。葱の小口切りを散らす。

⑤果物甘煮。
（木村武子）


