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花
有
清
香

月
有
陰

は
な
に
せ
い
こ
う
あ
り

つ
き
に
か
げ
あ
り



　

ひ
と
昔
、
ふ
た
昔
、
み
昔・・・・・

振
り
返
れ
ば
30
年
を
超
え
て
、
野

良
着
や
夜
具
、
布
団
な
ど
の
も
め

ん
、
よ
そ
ゆ
き
や
礼
装
の
絹
布
な

ど
、
人
々
が
纏
っ
て
暮
ら
し
た
布

と
そ
の
周
り
の
生
活
文
化
、
想
い
、

願
い
、
祈
り
、
こ
と
ば
を
ほ
ん
の

僅
か
で
も
伝
え
残
し
た
い
と
ひ
た

す
ら
に
思
い
つ
つ
時
を
す
ご
し
ま

し
た
。

　

そ
の
も
め
ん
が
ぼ
ろ
ぼ
ろ
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
愛
お
し
く
、
そ

の
絹
が
上
等
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど

誇
り
に
思
い
、
伝
え
ら
れ
て
い
る

知
恵
と
工
夫
に
ひ
れ
伏
す
思
い
の

日
々
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
布
の
向
こ
う
に
は
祖

で
あ
り
先
達
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
も

ち
ろ
ん
、
精
緻
な
技
へ
の
気
概
が

溢
れ
て
い
ま
し
た
。

麻
績
は
月
の
似
合
う
と
こ
ろ

徳
嵩 

よ
し
江

月
の
館
通
信　

二
十
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に
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よ
り
素
直
に
よ
り
美
し
く
、
無

か
ら
有
を
生
む
、
不
足
か
ら
足
る

を
生
む
知
恵
と
工
夫
と
努
力
と
、

何
よ
り
も
家
族
の
み
な
ら
ず
生
き

と
し
生
け
る
も
の
へ
の
愛
情
の
深

さ
が
染
み
付
い
て
い
ま
す
。

　

生
活
の
全
て
が
、
い
ま
全
世
界

で
声
だ
か
に
叫
ば
れ
て
い
る
、
リ

サ
イ
ク
ル
、
リ
ユ
ー
ス
、
リ
メ
イ

ク
の
考
え
方
を
同
じ
く
す
る
、「
繰

り
回
し
」
を
し
な
が
ら
、
正
直
に

慎
み
深
く
い
と
な
ま
れ
て
い
た
こ

と
が
伺
え
ま
す
。

　

布
に
埋
も
れ
、
針
の
穴
か
ら
社

会
を
覗
い
て
き
て
、い
よ
い
よ
「
不

易　

流
行
」
と
い
う
言
葉
の
重
み

と
教
え
の
深
さ
を
痛
感
し
て
い
ま

す
。

　

流
行
の
波
に
沈
ん
で
行
く
こ
と

ご
と
、
不
変
に
伝
え
て
い
く
べ
き

も
の
の
違
い
。

　

不
易
と
は
、
有
史
以
前
か
ら
の

日
本
の
美
意
識
の
表
現
と
し
て
伝

え
ら
れ
て
い
る
、
い
わ
ば
Ｄ
Ｎ
Ａ

と
も
い
え
る
、「
清
き
こ
と
」「
直

ぐ
な
る
こ
と
」「
明
る
き
こ
と
」

「
伝
え
る
こ
と
」。
そ
れ
は
詰
ま
り
、

心
で
あ
り
情
の
表
現
の
確
か
さ
で

も
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

振
り
返
れ
ば
、
こ
れ
ら
こ
そ
、

時
代
の
荒
波
に
も
ま
れ
る
う
ち
に

忘
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
ご

と
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

麻
績
の
山
里
は
、
月
の
似
合
う

と
こ
ろ
。

　

そ
れ
は
そ
の
ま
ま
古
か
ら
の
日

本
の
美
意
識
に
叶
う
と
こ
ろ
で
も

あ
り
ま
す
。　

　

今
こ
そ
、「
照
顧
脚
下
」、
足
元

に
あ
る
宝
物
に
気
づ
き
、「
温
故

知
新
」、
先
人
の
美
意
識
を
思
い

出
し
、
日
本
人
の
日
本
人
た
る
美

意
識
を
思
い
出
し
、
更
な
る
十
年

二
十
年
の
後
に
伝
え
つ
づ
け
る
努

力
こ
そ
、
そ
れ
ら
を
享
受
し
て
き

た
私
た
ち
か
ら
、
天
へ
の
返
礼
で

は
な
い
か
と
を
思
っ
て
い
ま
す
。

祝い酒のため
の仕覆
素材　絹
花嫁衣裳の白無垢と色直し

設え
素材　竹かごの縁型の花入れ

古
い
藍
木
綿
を
中
心
に
、
和
布
を
素
材
に

し
た
創
作
活
動
を
続
け
、
生
活
文
化
と
し

て
の
布
の
保
存
、
伝
承
活
動
、
中
学
生
高

校
生
に
針
仕
事
を
伝
え
る
活
動
に
取
り
組

む
。
国
内
外
で
の
個
展
多
数
。

著
書
「
ひ
と
と
き
の
風
の
な
か
で
」

「
信
州
の
布
こ
れ
ま
で
と
こ
れ
か
ら
と
」

な
ど
。

「
木
と
布
・
工
房
の
ど
か
」
主
宰
。

徳と
く

嵩た
け

よ
し
江え

略
歴
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て
い
る
。
伝
統
の
手
法
で
あ
る
。

　

次
の
日
は
雨
が
上
が
っ
た
。《
路

〳
〵
立
て
た
る
芭
蕉
塚
に
興
を
催

ほ
し
て
辿
り
行
け
ば
行
く
て
は
る

か
に
山
重
な
れ
り
。》 

こ
れ
は
姨

捨
長
楽
寺
の
芭
蕉
句
碑
〈
お
も
か

げ
や
姨
ひ
と
り
な
く
月
の
友
〉
を

指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
《
野
の
狭
う
と
が
り
て
次
第
〳
〵

に
は
い
る
山
路
け
は
し
く
弱
足
に

の
ぼ
る
馬
場
嶺
、
さ
て
も
苦
し
や

と
休
む
足
も
と
に
誰
が
う
ゑ
し
か

珊
瑚
な
す
覆
盆
子
（
い
ち
ご
）、
旅

人
も
取
ら
ね
ば
や
こ
ぼ
る
ゝ
ば
か

り
な
り
。》 「
野
は
狭
く
、
尖
っ
て
、

次
第
次
第
に
山
道
に
入
れ
ば
路
は

い
よ
い
よ
険
し
く
な
り
、
弱
い
我

が
足
で
猿
ケ
馬
場
峠
を
登
る
。
さ

て
も
苦
し
い
も
の
よ
と
思
っ
て
休

み
、
ふ
と
足
元
を
見
る
と
、
誰
が

植
え
た
の
か
、
苺
が
真
赤
な
実
を

つ
け
、
旅
人
も
摘
ま
な
い
か
ら
で

あ
ろ
う
か
、
こ
ぼ
れ
る
ば
か
り
で

あ
る
。」 

こ
う
し
て
猿
ケ
馬
場
峠
を

越
え
、
麻
績
に
入
ろ
う
と
す
る
。

　
《
少
し
上
り
て
と
あ
る
樹
陰
の

葭
簀
（
よ
し
ず
）
茶
屋
に
憩
（
い

こ
）
へ
ば
主
婦
の
も
て
な
し
ぶ
り

谷
水
を
四
五
町
の
ふ
も
と
に
汲
み

聞
「
日
本
」
に
発
表
さ
れ
た
。

　

旅
は
六
月
二
十
五
日
か
ら
七
月

四
日
に
か
け
て
、
汽
車
で
横
川
ま

で
来
て
馬
車
で
碓
氷
峠
を
越
え
、

軽
井
沢
へ
。
再
び
汽
車
で
長
野
へ

出
て
善
光
寺
に
参
詣
。
川
中
島
を

過
ぎ
て
篠
ノ
井
ま
で
戻
る
。

　

そ
こ
か
ら
木
曽
に
入
る
ま
で
、

往
時
の
北
国
西
街
道
を
徒
歩
な
ら

び
に
馬
な
ど
で
進
む
。
こ
の
街
道

の
宿
駅
は
北
か
ら
順
に
丹
波
島
、

篠
ノ
井
、
稲
荷
山
、
桑
原
、
麻
績
、

青
柳
、
会
田
、
刈
谷
原
、
岡
田
、

松
本
、村
井
、郷
原
、洗
馬
と
続
く
。

現
在
の
篠
ノ
井
線
の
駅
名
と
重
な

る
も
の
も
あ
り
、
長
野
〜
塩
尻
間

に
暮
す
我
々
に
は
親
し
い
地
名
ば

か
り
で
あ
る
。

　
「
か
け
は
し
の
記
」
を
読
ん
で

み
よ
う
。《　

》
内
は
原
文
、「　

」

内
に
は
概
ね
の
訳
を
記
す
。

　

稲
荷
山
で
雨
に
降
ら
れ
て
詠
ん

だ
短
歌
は
《
日
は
く
れ
ぬ
雨
は
ふ

り
き
ぬ
旅
衣
袂
か
た
し
き
い
つ
く

に
か
寐
ん
》と
い
う
。「
日
が
暮
れ
、

雨
が
降
っ
て
き
た
。
旅
人
で
あ
る

私
は
旅
衣
の
袂
の
片
側
を
敷
い

て
、
ど
こ
に
眠
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ

う
か
」
と
旅
の
心
許
な
さ
を
詠
っ

　

若
き
日
の
正
岡
子
規
は
麻
績
の

地
を
踏
ん
で
い
る
。
そ
の
紀
行
を

紹
介
し
よ
う
。

　

子
規
は
一
八
六
七
年
、
大
政
奉

還
の
年
に
生
れ
た
。
翌
年
が
明
治

元
年
な
の
で
、
子
規
の
満
年
齢
は

明
治
の
年
次
と
同
じ
に
刻
ま
れ
て

ゆ
く
。

　

子
規
は
明
治
十
六
年
に
上
京

し
、
翌
年
は
大
学
予
備
門
（
一

高
）
に
合
格
。
二
十
一
年
に
初
め

て
喀
血
す
る
が
、
養
生
し
つ
つ
、

二
十
三
年
に
帝
国
大
学
哲
学
科
に

進
学
が
叶
う
（
の
ち
国
文
科
に
転

ず
）。
し
か
し
翌
年
の
六
月
に
は

学
年
試
験
を
放
棄
し
、
信
州
へ
と

旅
行
に
出
る
。
二
十
四
歳
の
時
だ
。

三
十
五
年
の
短
い
生
涯
に
、
俳
句

を
分
類
し
、
俳
句
・
短
歌
の
革
新

を
推
進
し
、
多
く
の
実
作
を
残
し
、

文
芸
に
お
け
る
写
生
を
初
め
て
説

き
、
批
評
・
随
筆
・
闘
病
記
を
残

し
…
…
と
、
今
も
仰
ぎ
見
る
べ
き

業
績
を
上
げ
た
子
規
だ
が
、
こ
の

時
は
ま
だ
青
春
の
真
っ
只
中
。
俳

句
の
実
作
も
緒
に
就
い
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　

こ
の
時
の
旅
行
記
は
「
か
け
は

し
の
記
」
と
題
し
て
、
翌
年
、
新

麻
績
を
訪
れ
た

正
岡
子
規小

林　

貴
子
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て
も
て
く
る
汗
の
し
た
ゝ
り
、
情

を
汲
む
一
口
に
浮
世
の
腸
（
は
ら

わ
た
）
は
洗
は
れ
た
り
。》 「
少
し

上
り
、
ふ
と
、
あ
る
木
陰
の
葭
簀

張
り
の
茶
屋
で
休
憩
を
取
る
。
そ

の
店
の
主
婦
の
も
て
な
し
ぶ
り
は

と
い
う
と
、
四
〜
五
町
離
れ
た
麓

の
谷
へ
水
を
汲
み
に
行
き
、
水
を

持
っ
て
戻
っ
た
と
こ
ろ
を
見
れ
ば

汗
が
し
た
た
っ
て
い
る
。
こ
の
女

性
の
情
け
を
汲
む
に
他
な
ら
な
い

水
を
一
口
含
む
と
、
我
が
浮
世
の

は
ら
わ
た
は
す
が
す
が
し
く
洗
い

清
め
ら
れ
る
心
地
が
す
る
。」 
麻

績
近
在
の
女
性
は
昔
も
今
も
、
労

を
厭
わ
ず
、
他
者
を
も
て
な
す
心

の
豊
か
な
働
き
者
で
あ
る
こ
と
が

印
象
に
残
る
文
言
で
あ
る
。

　
《
一
樹
の
陰
一
河
の
流
れ
と
や
。

ひ
じ
り
の
教
も
時
に
あ
ふ
て
こ
そ

あ
り
が
た
け
れ
。》 「
一
樹
の
陰
一

河
の
流
れ
も
他
生
の
縁
、
と
い
う

仏
教
の
言
葉
が
あ
り
、
こ
の
世
で

起
る
出
来
事
は
す
べ
て
前
世
の
因

縁
に
基
づ
く
も
の
だ
と
聖
人
は
教

え
て
い
る
が
、
教
え
と
い
う
の
は

こ
の
度
の
よ
う
に
、
時
宜
を
得
て

こ
そ
感
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。」 

と
、
他
生
の
縁
に
感
謝
の
念
を
表

明
し
て
い
る
。「
ひ
じ
り
」
の
語

を
出
し
た
の
は
、
地
名
に
由
来
す

る
掛
詞
で
あ
ろ
う
か
。

　
《
行
く
て
を
仰
ぎ
て
は
苦
し
み

越
方
を
見
下
ろ
し
て
は
慰
む
。
目

じ
る
し
の
大
木
や
う
〳
〵
近
づ
け

ば
こ
ゝ
に
も
一
軒
の
茶
屋
。
山
の

嶺
を
し
め
て
池
に
臨
め
り
。
遠
近

の
眺
望
一
目
に
あ
つ
ま
り
て
苦
あ

れ
ば
こ
そ
の
面
白
さ
。
迚
（
と
て
）

も
の
事
山
に
栖
（
す
）
み
た
し
。》 

「
行
く
手
を
仰
い
で
苦
し
み
を
感

じ
、
越
え
て
き
た
道
を
見
下
ろ
し

て
、
こ
れ
だ
け
来
た
か
と
自
分
を

慰
め
る
。
目
印
の
大
木
が
や
っ
と

近
づ
く
と
、
こ
こ
に
ま
た
一
軒
の

茶
屋
が
あ
る
。
頂
き
に
位
置
し
て

池
に
臨
ん
で
い
る
。
遠
近
の
眺
望

が
利
き
、
苦
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の

景
色
を
楽
し
む
こ
と
も
出
来
る
。

い
っ
そ
こ
の
山
中
に
住
ん
で
み
た

い
も
の
だ
。」 

こ
の
山
中
が
気
に

入
り
、
住
み
た
い
と
い
う
気
持
ま

で
遂
に
芽
生
え
た
よ
う
だ
。
こ
こ

で
和
歌
を
一
首
。

　
《
ま
た
き
よ
り
秋
風
そ
吹
く
山

深
み
尋
ね
わ
び
て
や
夏
も
こ
な
く

に
》「
朝
ま
だ
き
か
ら
す
で
に
秋

風
が
吹
き
わ
た
る
。
そ
れ
と
い
う

の
も
、
こ
ん
な
に
山
が
深
い
か
ら

だ
。
尋
ね
て
来
る
こ
と
が
出
来
な

い
も
の
か
と
見
え
て
、
夏
も
や
っ

て
来
は
し
な
い
。」 

こ
の
歌
は
新

古
今
調
と
い
え
よ
う
か
。
理
づ
め

な
よ
う
で
い
て
、
低
地
と
は
異
な

る
高
原
地
帯
な
ら
で
は
の
気
候
の

特
色
が
よ
く
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

聖
高
原
、
聖
湖
あ
た
り
の
印
象
を

ま
と
め
た
も
の
か
。

　

こ
の
場
面
に
続
く
描
写
は
、
す

で
に
坂
北
を
過
ぎ
、
本
城
の
乱
橋

へ
と
進
ん
で
い
る
。

　
《
此
夜
は
乱
橋
と
い
ふ
あ
や
し

の
小
村
に
足
を
と
ゞ
む
。
あ
と
よ

り
来
り
し
四
五
人
づ
れ
の
旅
客
か

に
か
く
と
談
判
の
末
一
人
十
銭
の

は
た
ご
に
定
め
て
隣
の
間
に
ぞ
入

り
け
る
。
晩
餐
を
喰
ふ
に
塩
辛
き

昆
布
の
平
な
ど
口
に
た
ま
り
て
咽

喉
へ
は
通
ら
ず
ま
し
て
隣
室
の
も

て
な
し
如
何
な
ら
ん
と
思
ひ
や
る

に
、
た
ゞ
う
ま
し
〳
〵
と
い
ふ
声

の
み
か
し
か
ま
し
く
聞
ゆ
。》 

　
「
か
け
は
し
の
記
」
は
、
伝
統

の
紀
行
文
の
手
法
を
踏
ま
え
て
い

る
。
思
い
が
け
ぬ
邂
逅
に
感
動
し

た
か
と
思
う
と
、
ま
た
、
ま
ま
な

ら
ぬ
事
態
に
遭
遇
し
て
不
快
な
思

い
に
さ
い
な
ま
れ
る
。
そ
れ
が
旅

の
特
色
に
他
な
ら
な
い
。
芭
蕉
の

『
お
く
の
ほ
そ
道
』
と
同
様
で
あ

る
。
伝
統
の
技
法
を
取
り
入
れ
て

い
る
と
同
時
に
、
自
ず
と
子
規
の

本
音
が
滲
ん
で
い
る
。

　

そ
の
後
松
本
、
塩
尻
か
ら
木
曽

谷
に
入
っ
た
子
規
は
、
寝
覚
ノ

床
や
桟
な
ど
木
曽
の
名
所
を
堪
能

し
、
美
濃
を
経
て
犬
山
へ
出
て
、

汽
車
で
帰
途
に
つ
く
。

　

今
回
改
め
て
「
か
け
は
し
の
記
」

を
繙
き
、
北
国
西
街
道
の
描
写
に

親
し
み
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
た
。

一
九
八
一
年
信
州
大
学
学
生
俳
句
会
、
岳

俳
句
会
に
入
会
。
宮
坂
静
生
先
生
に
師
事
。

二
〇
〇
三
年
現
代
俳
句
協
会
賞
受
賞
。

現
在
「
岳
」
編
集
長
。

句
集
「
海
市
」「
北
斗
七
星
」

 

「
紅
娘
（
て
ん
と
む
し
）」

著
書
「
秀
句
三
五
〇
選　

芸
」

 

「
も
っ
と
知
り
た
い
日
本
の
季
語
」

小
林
貴
子
略
歴
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催し物

案　内

４月29日金 武者小路千家 亀の香り茶稽古の会 （松本市）

裏千家 島津宗純社中（長野市）

裏千家 山中宗艶社中（長野市）

表千家 金井宗美社中矢口進子（筑北村）

裏千家 公民館茶道クラブ（麻績村）

石州流 芳香庵松悠（筑北村）

裏千家 信濃観月苑（麻績村）     　

裏千家 小山宗道社中（長野市）

武者小路千家 亀の香り茶稽古の会 （松本市）

5月15日日
5月29日日
6月19日日
6月26日日

第 12 回曼陀羅の里
お月見俳句大会

13:00 ～ 16:00
当日句　２句（自由題）
会費／ 1,500 円
　　　（投句料・聴講料・懇親会費）
選者／「梟」主宰・矢島渚男
 「信濃俳句通信」主宰・佐藤文子
 「黒姫」主宰・神田北童　
 「岳」編集長・小林貴子

第 19 回月の里俳句作品募集
 ８月31日水

大人　３句一組（何組でも可） 投句料／ 1,000 円
小学３年生～中学生　２句まで 投句料／無料
選者／「梟」主宰・矢島渚男
 「信濃俳句通信」主宰・佐藤文子
 「黒姫」主宰・神田北童
 「岳」編集長・小林貴子

募集締切

第 18 回紅葉がりの茶会
 10月23日日

受付／ 10:00（受付終了 14:00）
定員／ 150 名　会費／ 2,500 円
　薄茶席　耕月軒　
　薄茶席　観月堂（立札）　
　点心席　月の館大寄せの間

茶室清香亭月釜

松林のなかの茶室にて季節のお点前をお楽しみください。
時間　10:00 ～ 15:30　終了時間は変ることがあります。
会費／ 600 円
点心＆お抹茶 2,500 円（要予約。３名様以上）

観
月
苑
文
化
講
座

参
加
者
募
集
中

和
の
小
物
作
り
講
習
会

【
３
回
】

10
：
00
〜
15
：
00

■
フ
ジ
絹
の
小
袋
作
り

■
簡
単
な
和
裁

　
　
（
半
襟
の
付
け
方
な
ど
）

■
子
供
の
は
っ
ぴ

　
　
（
1
〜
３
歳
）
作
り

定
員
／
各
10
名

会
費
／
１
、０
０
０
円
〜
４
、０
０
０
円

　
（
材
料
費
と
も
）

講
師
／
徳
嵩
よ
し
江

山
口
勝
人
写
仏
教
室

【
第
１
土
曜
日
】

14
：
00
〜
16
：
00

会
費
／
前
期
・
後
期
と
も

　
　
　

各
５
、０
０
０
円

講
師
／
安
養
寺
住
職
山
口
勝
人

御
詠
歌
教
室

【
第
１
水
曜
日
】

13
：
30
〜
15
：
30

会
費
／
前
期
・
後
期
と
も

　
　
　

各
５
、０
０
０
円

講
師
／
法
善
寺
大
屋
明
子

7月17日日
8月21日日
９月18日日
11月13日日

 10月8日土

遠山望
サクソフォンコンサート

5月29日日

月の館大寄せの間
サクソフォン／遠山 望
ピアノ／山川 拓也
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ギ ャ ラ リ ー 展
町田京子童謡キルト展 4月16日土 ～４月29日金

出展／町田京子

法善寺所有の軸、巻物、短冊などの常設展もお楽しみください。
冬季間は常設展となりますが、企画展を行うこともあります。（月の里俳句小中学生入選作品短冊展示など）

松
尾
芭
蕉
を
読
む

【
第
３
土
曜
日
】

10
：
00
〜
11
：
30

会
費
／
月
１
、０
０
０
円

　
　
（
前
期
・
後
期
と
も

　
　
　

各
６
、０
０
０
円
）

講
師
／
「
岳
」
同
人
窪
田
英
治

や
さ
し
い
着
付
教
室

【
第
２
・
第
４
土
曜
日
】

10
：
00
〜
12
：
00

会
費
／
月
２
、６
０
０
円

　
（
12
回
シ
リ
ー
ズ
）

講
師
／
前
結
び
美
装
流
助
教
授

　
　
　

浅
野
和
子

や
さ
し
い
マ
ク
ラ
メ
教
室

【
夏
休
み
２
回
シ
リ
ー
ズ
】

会
費
／
２
回

　
　
　
１
、０
０
０
円
〜
３
、０
０
０
円

　
　
　
（
材
料
費
と
も
）

講
師
／
臼
井
眞
智
子

大
寄
せ
の
間
に
て
講
師
及
び
教
室

の
方
々
の
マ
ク
ラ
メ
作
品
展
示
も

行
い
ま
す
。

「四季善光寺」善光寺写真展と粘土工芸展 4月30日土 ～5月16日月
出展／上野滋数・宮沢恵理

春の山野草展 4月16日土 ～４月３0日土
出展／松沢孝次・塚原ふじ子

切り絵展 5月19日木 ～5月30日月
出展／小林勝枝ほか

絵の里づくり絵画展・アトリエどんぐり作品展 6月13日月 ～7月2日土
出展／窪田昭人・久保田優子ほか

塙幸次郎作陶展 6月18日土 ～6月30日木
出展／塙幸次郎

「猫」池田宗弘作品展 7月６日水 ～8月12日金
出展／池田宗弘

和の輪のなごみ展 ―祈りの街道沿い・母たちの作品展― 8月15日月 ～8月24日水
出展／徳嵩よし江ほか

窪田孟恒あんず染織展 8月27日土 ～9月4日日
出展／窪田孟恒

市川史草木織展 9月5日月 ～10月13日木
出展／市川史

石田克成籐工芸展 10月15日土 ～10月31日月
出展／石田克成

秋の山野草展 10月8日土 ～10月16日日
出展／松沢孝次・塚原ふじ子

工房山窩　木工作品展 11月2日水 ～11月30日水
出展／並木諭

（待合）

（月の館二階大寄せの間）

（待合）
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こ
ど
も
の
た
め
の
造
形
サ
ー

ク
ル
「
ア
ト
リ
エ
ど
ん
ぐ
り
」

が
発
足
し
て
足
か
け
七
年
が
た

ち
ま
し
た
。
当
時
保
育
園
の
年

長
組
だ
っ
た
長
女
も
、
こ
の
春

小
学
校
と
い
っ
し
ょ
に
「
ど
ん

ぐ
り
」
を
卒
業
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
思
え
ば
「
ど
ん
ぐ

り
」
を
始
め
る
き
っ
か
け
に
な
っ

た
の
は
こ
の
娘
が
四
歳
位
の
と

き
の
で
き
ご
と
か
ら
で
し
た
。

　

そ
の
日
娘
は
、
と
て
も
不
機

嫌
で
し
た
。「
絵
、
描
い
て
み
よ

う
よ
。」
私
の
言
葉
に
し
ぶ
し

ぶ
描
い
た
の
は
、
と
て
も
乱
暴

で
荒
っ
ぽ
い
絵
で
し
た
。
そ
れ

を
見
て
「
あ
る
こ
と
」
を
思
い

出
し
た
私
は
、
さ
ぐ
る
よ
う
な

目
を
し
て
絵
を
さ
し
出
す
娘
に
、

「
お
お
！
す
ご
い
！
大
は
く
り
ょ

く
だ
ね
。
も
う
一
枚
描
い
て
み

る
？
」
と
言
っ
て
み
ま
し
た
。

素
直
に
う
な
ず
い
た
娘
が
、
次

に
描
い
た
の
は
打
っ
て
変
わ
っ

て
、
と
て
も
夢
に
あ
ふ
れ
た
お

だ
や
か
な
絵
で
し
た
。（
あ
あ
、

こ
う
い
う
こ
と
な
の
か
）
と
腑

に
落
ち
た
思
い
が
し
た
も
の
で

す
。
そ
の
時
思
い
出
し
た
「
あ

久保田 優子

理想と現実の
間で
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い
こ
と
を
学
ん
で
下
さ
い
。）
出

来
ば
え
は
二
の
次
と
い
っ
て
も
、

学
年
が
上
が
っ
て
く
れ
ば
、
そ

う
も
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
。
一

人
一
人
、
感
性
も
能
力
も
ち
が

う
子
供
た
ち
に
、
ど
ん
な
言
葉

を
か
け
れ
ば
い
い
の
か
、
迷
っ

た
り
悩
ん
だ
り
の
七
年
で
し
た
。

で
も
ど
う
に
か
や
っ
て
こ
ら
れ

た
の
は
、
お
迎
え
や
工
作
材
料

の
提
供
な
ど
常
に
協
力
的
な
保

護
者
の
皆
さ
ん
と
、
何
よ
り
も

「
楽
し
い
！
」
と
通
っ
て
来
て
く

れ
る
子
供
た
ち
の
お
か
げ
な
の

で
す
。

　

こ
の
春
、
新
た
に
第
八
期
が

の
次
。
作
業
す
る
時
間
が
ど
れ

だ
け
充
実
し
た
も
の
に
な
る
か

が
重
要
。
な
る
べ
く
良
い
所
を
見

つ
け
、
肯
定
的
に
、
を
心
が
け

て
い
る
の
で
す
が
・
・
・
。
な

か
な
か
思
い
通
り
に
い
か
な
い

の
が
現
実
。
半
日
が
か
り
で
準

備
し
た
工
作
を
五
分
で
飽
き
ら

れ
た
ら
こ
ち
ら
の
方
が
ス
ト
レ

ス
が
た
ま
り
ま
す
。
外
遊
び
の

魅
力
に
負
け
、
一
人
部
屋
に
と

り
残
さ
れ
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
、

（
も
っ
と
毅
然
と
し
な
き
ゃ
・・・
）

つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
キ
レ
て
怒

る
な
ん
て
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
・
・
・
。

（
子
供
た
ち
よ
大
人
も
完
璧
で
な

の
実
習
を
へ
て
修
了
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
す
が
、
若
か
っ

た
私
に
と
っ
て
は
机
上
の
こ
と

に
す
ぎ
ず
、
十
数
年
た
っ
て
や
っ

と
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
す
。

　

こ
ん
な
風
に
心
が
満
足
す
る

よ
う
な
創
作
す
る
場
が
で
き
た

ら
、
自
分
の
手
で
何
か
を
生
み

出
す
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
る
よ

う
に
な
っ
て
く
れ
れ
ば
、
そ
ん

な
思
い
か
ら
発
足
し
た
の
が
「
ア

ト
リ
エ
ど
ん
ぐ
り
」
で
す
。「
ど

ん
ぐ
り
」
で
は
出
来
ば
え
は
二

る
こ
と
」
と
は
、
そ
れ
か
ら
さ

ら
に
十
数
年
前
に
さ
か
の
ぼ
っ

た
頃
の
こ
と
で
す
。

　

当
時
、
二
十
代
の
初
め
だ
っ

た
私
は
、
通
信
教
育
で
「
絵
画

に
よ
る
情
操
教
育
」
を
学
ん
で

い
ま
し
た
。
い
わ
く
、
幼
児
に

も
様
々
な
欲
求
不
満
や
破
壊
行

動
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
自
由
に

絵
を
描
く
こ
と
や
、
工
作
を
す

る
こ
と
に
よ
り
解
消
す
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
し

た
。
一
年
間
の
テ
キ
ス
ト
学
習

と
ス
ク
ー
リ
ン
グ
、
幼
稚
園
で
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ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
今

年
も
楽
し
く
工
作
が
で

き
ま
す
よ
う
に
。
そ
し

て
、今
ま
で
「
ど
ん
ぐ
り
」

に
来
て
く
れ
た
四
十
人

余
り
の
子
供
た
ち
が
、

物
を
作
る
こ
と
を
い
と

わ
な
い
人
に
な
っ
て
く

れ
ま
す
よ
う
に
、
そ
れ

が
私
の
一
番
の
願
い
で

す
。

石
いし

田
だ

 克
かつ

成
しげ

　1984年、籐の編み込
み、曲げ加工の技術に魅
せられて、高沢久道師に師事。1987
年独立。以後独自の技術を磨き、籐家
具を製作。また、竹、蔓、木などの天
然素材を使った作品作りに取り組む。
教室（石田ラタンスクール）等での
技術指導、生涯学習教育にも携わる。
　県内外のギャラリー等で個展開催。

糸巻きを使った電気スタンド

行灯

並
なみ

木
き

 諭
さとる

　東筑摩郡筑
北村に手作り
家具の木工房
を開き、木の
良さ、手作り
の良さを生か
した家具を中心に製作。他にそれぞれ
の木を使いきっての食器、鏡なども好
評。全国のクラフトフェアに出展。

工
こう

房
ぼう

山
さん

窩
か

 木工作品展
11 2 11 30

石
いし

田
だ

 克
かつ

成
しげ

　籐工芸展
10 15 10 31
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