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う



　

最
近
、富
士
山
が
噴
火
し
た
ら
、

ど
の
程
度
の
被
害
が
あ
る
か
、
と

い
う
災
害
シ
ュ
ミ
レ
―
シ
ョ
ン

が
、
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
富
士
山

は
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
の
大

噴
火
以
来
、
三
百
年
ほ
ど
大
き
な

噴
火
が
な
い
休
火
山
状
態
で
す
か

ら
、
い
つ
噴
火
し
て
も
不
思
議
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

浅
間
山
は
、
二
三
一
年
前
の
天

明
三
年
（
一
七
八
三
）
七
月
、
大

噴
火
し
ま
し
た
。
こ
の
記
録
が
い

く
つ
か
残
っ
て
い
ま
す
が
、
羽
鳥

一
紅
の
『
文
月
浅
間
記
』
は
、
惨

状
を
女
性
の
視
点
か
ら
和
文
で
記

し
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
り
ま

す
。

　

一
紅
は
、
伝
聞
し
た
「
宝
永
の

富
士
山
大
噴
火
」
の
惨
状
を
思
い

な
が
ら
、
利
根
川
に
流
さ
れ
た
人

や
牛
馬
、
家
屋
が
濁
流
に
飲
み

込
ま
れ

る
様
を

「
世
界
一
度
に
泥
の
海
と
な
る
こ

そ
か
ゝ
る
時
や
来
ぬ
ら
ん
。
気
も

た
ま
し
ゐ
も
消
え
は
て
ぬ
」
と
嘆

い
て
、
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
て

い
ま
す
。

さ
ば
か
り
お
そ
ろ
し
き
中
に

若
き
男
、
老
た
る
母
と
お
さ
な

き
子
を
ふ
た
り
つ
れ
た
る
が
、

子
を
捨
て
母
を
負
ひ
、
な
が
れ

行
く
。
母
声
を
あ
げ
て
、
我
を

捨
て
子
ど
も
を
た
す
け
よ
と

泣
き
さ
け
ぶ
…

（
徳
田　

進
『
新
考　

文
月
浅

間
記
』
芦
書
房
）

　　

濁
流
に
飲
み
込
ま
れ
、
自
分
の

子
ど
も
を
犠
牲
に
し
て
老
い
た
母

を
助
け
る
孝
行
息
子
、
そ
の
息
子

に
「
我
を
捨
て
子
ど
も
（
孫
）
を

た
す
け
よ
」
と
叫
ぶ
老
母
。
親
子

の
情
愛
が
時
代
を
超
え
て
私
た
ち

の
胸
を
打
ち
ま
す
。

＊

　

一
紅
は
、享
保
九
年（
一
七
二
四
）

上
州
下
仁
田
（
現
群
馬
県
富
岡

市
）
に
生
ま
れ
、
高
崎
の
絹
問
屋

屋
羽
鳥
勘
右
衛
門
に
嫁
し
、
寛
政

七
年
（
一
七
九
五
）
八
月
二
十
三

日
に
他
界
。
夫
（
俳
号
麦
舟
）
と

と
も
に
建た

け
　
べ
　
あ
や
　
た
り

部
綾
足
（
一
七
一
九
〜

七
四
）
に
師
事
し
て
、
俳
諧
を
嗜

み
ま
し
た
。

　

綾
足
は
、
俳
人
で
す
が
、
画

家
・
読
本
作
者
と
し
て
も
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
騎
西
（
埼
玉
）
や
上

州
、
信
州
で
門
人
を
得
て
、
俳
諧

師
と
し
て
生
計
を
立
て
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
に
も
関
わ

ら
ず
、宝
暦
十
三
年（
一
七
六
三
）、

俳
諧
の
発
句
を
「
片
歌
」
と
呼
ぶ

こ
と
、
連
句
を
廃
し
て
二
句
一
章

で
詠
む
こ
と
を
勧
め
ま
し
た
。
俗

な
文
芸
で
あ
る
俳
諧
を
和
歌
的
優

美
な
雅
の
文
芸
と
す
る
こ
と
を
目

指
し
、俳
諧
を
否
定
し
た
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
文
章
も
平
安
朝
の
歌

物
語
に
倣
っ
た
擬
古
文
（
和
文
）

で
書
こ
う
と
提
唱
し
ま
し
た
。
俳

諧
の
多
く
の
門
人
た
ち
は
、
綾
足

の
教
え
に
つ
い
て
行
け
な
く
な
り

ま
し
た
が
、
一
紅
は
、
最
後
ま
で

師
の
教
え
を
守
り
ま
し
た
。
浅
間

山
の
噴
火
記
『
文
月
浅
間
記
』
が

和
文
で
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
師

説
を
守
っ
た
か
ら
で
す
。

姨
捨
観
月 

二
つ
の
旅

玉
城　

司
（
信
州
古
典
研
究
所
所
長
）

Ⅰ 
一
紅
『
文
月
浅
間
記
』
―
浅
間
山
噴
火
記



　

羽
鳥
一
紅
が
は
じ
め
て
和
文
に

ふ
れ
た
の
は
、『
文
月
浅
間
記
』

を
書
く
十
七
年
前
の
明
和
三
年

（
一
七
六
六
）
で
し
た
。
こ
の
年

八
月
四
日
、
実
父
が
他
界
。
一
紅

は
、実
家
の
あ
る
下
仁
田
へ
行
き
、

八
月
十
二
日
頃
、
下
仁
田
か
ら
信

州
の
善
光
寺
に
向
け
て
旅
立
ち
、

そ
の
旅
を
『
草
ま
く
ら
』（
草
稿
）

に
ま
と
め
ま
し
た
。
道
連
れ
は
、

下
仁
田
の
富
農
で
手
広
く
商
業
も

営
ん
だ
冨
永
如
白
の
妻
・
柳
旨
と

同
地
の
友
人
・
芙
白
、
和
青
の
女

性
三
人
と
雲
裡
坊
門
の
俳
人
で
手

習
い
の
師
匠
・
反
哺
（
男
性
）
で

し
た
。　

　
『
草
ま
く
ら
』
は
、
発
句
入
り

の
俳
文
で
書
か
れ
て
い
ま
し
た

が
、
師
の
綾
足
は
、
文
章
を
和
文

に
直
し
て
、
発
句
を
片
歌
と
言
い

換
え
、
書
名
も
『
片
歌
久
佐
麻
久

良
』
と
万
葉
仮
名
で
記
し
、
姨
捨

山
観
月
の
図
（
挿
絵
）
を
入
れ
て

出
版
し
ま
し
た
。
一
紅
ら
の
旅
の

足
取
り
を
た
ど
っ
て
み
ま
す
。

　

八 

月
十
二
日
頃
、
下
仁
田
か
ら

善
光
寺
へ
向
け
て
出
立
。
内

山
峠
を
越
え
、
野
沢
〜
小
諸

〜
上
田
へ
。

　

八 

月
十
五
日　

姨
捨
山
で
観

月
。

　

八 

月
十
六
日　

夜
明
け
に
出
発

善
光
寺
へ　

福
昌
院
に
宿
泊

苅
萱
堂
な
ど
訪
問
。

　

 

八 

月
十
八
日
か
十
九
日　

水
沢

（
篠
ノ
井
辺
）
で
重
信
（
真

田
信
之
三
男
）
の
墓
参
。

　
　

 

そ
の
後
、
松
代
で
競
馬
の
祭

見
物
。

 　

八 
月
二
十
日
頃　

横
吹
坂
か
ら

笄
の
渡
し
を
見
て
、
坂
木

（
城
）
へ
。

　

八 

月
二
十
二
日　

上
田
の
井
筒

屋
で
宿
泊
。

　

八 

月
二
十
三
日　

上
田
を
出
て

堀
村
に
反
哺
の
母
を
訪
ね

る
。

　

八 

月
二
十
五
日
頃　

小
諸
に
出

て
、
浅
間
山
を
眺
め
、
軽
井

沢
を
経
て
、下
仁
田
に
帰
着
。

 

　

当
時
、
善
光
寺
は
、
死
者
の
魂

が
と
ど
ま
る
霊
所
と
み
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
四
十
九
日
の
前
に
参
詣

し
た
の
は
父
の
菩
提
を
弔
う
た
め

で
す
が
、
そ
れ
以
前
の
八
月
十
五

日
、
姨
捨
山
で
月
見
を
し
て
い
る

こ
と
に
注
意
さ
れ
ま
す
。
姨
捨
山

で
一
紅
は
、

　

お
ば
捨
や
月
の
照
夜
は
寒
か
ら
ん

（
草
ま
く
ら
）

と
詠
み
ま
し
た
。
こ
の
句
は
、

　

お
も
か
げ
や
姥
ひ
と
り
な
く　

　

月
の
友　
　
　
　
（
更
科
紀
行
）

　

と
い
う
芭
蕉
の
句
に
応
え
て
、

ひ
と
り
泣
く
棄
て
ら
れ
た
姨
に

　

芭
蕉
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
元

禄
七
年
（
一
六
九
四
）
十
月
十
二

日
で
す
。
そ
の
翌
年
に
、
一
人

の
修
行
僧
が
姨
捨
山
で
の
月
見

を
『
姨
捨
山
賞
月
記
』
に
ま
と
め

ま
し
た
。
元
禄
四
年
に
出
版
さ
れ

た
『
説
法
用
歌
集
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
姨
捨
山
の
歌
や
詩
を
読
ん

で
、
そ
れ
に
刺
激
・
影
響
さ
れ

て
、
姨
捨
観
月
を
思
い
立
っ
た
と

述
べ
て
い
ま
す
。
結
び
に
「
以
前

「
名
月
が
照
ら
す
夜
は
さ
ぞ
や
寒

い
で
し
ょ
う
ね
」
と
呼
び
か
け
た

も
の
で
す
。
一
紅
は
、
八
月
十
五

日
の
仲
秋
の
名
月
を
姨
捨
山
で
仰

ぐ
た
め
に
、
日
程
を
あ
わ
せ
て
下

仁
田
を
旅
立
っ
た
の
で
す
。
父
の

菩
提
を
弔
う
こ
と
と
芭
蕉
の
足
跡

を
偲
び
、
追
慕
す
る
こ
と
が
同
じ

比
重
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
ま
す
。
こ
の
旅
は
、
貞
享
五
年

（
一
六
八
八
）の
芭
蕉「
更
科
紀
行
」

の
旅
か
ら
数
え
て
、
七
十
八
年
後

で
す
が
、
一
紅
に
と
っ
て
芭
蕉
は

父
祖
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

か
ら
、
姨
捨
の
名
前
は
天
下
に
知

ら
れ
、
詩
歌
に
委
曲
を
つ
く
し
て

い
る
が
、「
遊
情
」
禁
じ
が
た
く
、

観
月
記
を
記
し
た
。記
し
終
え
て
、

辺
り
を
み
わ
た
す
と
月
が
落
ち
、

西
か
ら
東
か
ら
群
れ
た
烏
の
鳴
き

声
が
聞
こ
え
、
白
ん
だ
山
林
が
喧

噪
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
」
と
感
動

を
書
き
と
め
て
い
ま
す
。

　

こ
の
本
は
、
折
本
二
巻
。
和
文

と
漢
文
の
両
方
で
書
か
れ
、
経
典

Ⅱ 

一
紅
『
草
ま
く
ら
』

 　

―
明
和
三
年
（
一
七
七
六
）
の
姨
捨
観
月
記

Ⅲ 

信
陽
比
丘
『
姨
捨
山
賞
月
記
』

 　

―
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
の
姨
捨
観
月
記

姨捨観月 二つの旅
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や
書
道
の
法
帖
の
よ
う
に
仕
立
て

ら
れ
て
い
ま
す
。
識
語
に
「
信
陽

比
丘
謹
書
」と
だ
け
あ
る
だ
け
で
、

修
行
僧
の
名
前
は
判
り
ま
せ
ん
。

本
文
か
ら
年
齢
は
二
十
七
歳
だ
ろ

う
と
う
か
が
え
ま
す
が
、
芭
蕉
と

は
面
識
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
れ
に
は

「
木こ

の
　
は
な
　
さ
く
や
　
ひ
め

花
開
姫
」の
娘「
木こ
の
　
は
な
　
ひ
め

花
姫
」が
、

母
の
お
姉
さ
ん
「
大お
お
　
や
ま
　
ひ
め

山
姫
」（
木

花
姫
に
と
っ
て
伯
母
）
と
信
州
の

姨
捨
山
に
連
れ
だ
っ
て
き
た
と
い

う
不
思
議
な
「
神
話
」
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
伯
母
は
、「
形
あ
し

く
生
れ
付
給
ひ
、
心
も
あ
く
ま
で

た
け
く
、
ま
し
〳
〵
て
、
他
の
よ

み
す
る
事
わ
ざ
を
ね
た
み
、
他
の

う
ら
ふ
る
を
よ
み
し
給
ふ
。
年

四
十
を
過
さ
せ
給
ふ
ま
で
、
誰
む

か
ひ
と
り
妻
と
な
し
暮
さ
ん
と
い

ふ
人
も
ま
し
ま
さ
ず･･･

」
と
い

う
風
だ
っ
た
の
で
、
姪
の
「
木
花

姫
」
は
伯
母
の
嫉
妬
心
や
羨
望
心

な
ど
醜
い
心
を
捨
て
る
に
は
北
国

の
「
満
底
の
月
を
詠
じ
給
ふ
に
し

く
ハ
な
か
ら
め
」
と
勧
め
て
、
姨

捨
の
地
に
や
っ
て
き
た
、
と
い
う

の
で
す
。

　

伯
母
は
、「
ば
ん
ぢ
や
く
（
盤

石
）」
の
上
に
登
り
、「
空
に
目
を

と
ぢ
て
暫
く
目
を
ひ
ら
き
て
、
東

西
南
北
を
見
る
に
大
河
に
満
月
う

か
み
、
小
川
に
或
ハ
四
方
の
草
葉

に
お
け
る
露
ま
で
も
月
影
ハ
普
く

移
り
か
ゝ
や
け
る
を
見
て
、
さ
て

ハ
田
毎
円
満
の
月
ハ
是
な
ら
ん
と

感
心
有
り
」
と
醜
い
心
を
捨
て
、

悟
り
を
開
い
て
、
普
賢
菩
薩
と
し

て
示
現
し
ま
し
た
。
姨
石
は
、
伯

母
が
、
醜
い
心
を
捨
て
た
こ
と
か

ら
命
名
さ
れ
た
と
言
い
ま
す
。
江

戸
末
期
こ
ろ
か
ら
流
布
し
た
と
思

わ
れ
る
『
信
州
姨
捨
山
縁
記
』
も
、

こ
の
本
の
系
譜
に
あ
る
と
思
い
ま

す
が
、
こ
れ
以
上
深
入
り
し
ま
せ

　

さ
て
、明
和
六
年
（
一
七
六
九
）

加
舎
白
雄
は
、
姨
捨
山
長
楽
寺
境

内
に
「
面
影
や
姨
ひ
と
り
泣
く
月

の
友
」の
芭
蕉
句
を
刻
ん
だ
碑「
面

影
塚
」
を
建
立
し
ま
し
た
。
先
に

ふ
れ
た
一
紅
は
、
こ
の
三
年
前
に

姨
捨
山
を
訪
ね
ま
し
た
。
興
味
深

い
の
は
、『
片
歌
久
佐
麻
久
良
』

と
『
お
も
か
げ
集
』
の
挿
絵
で
す
。

　
『
片
歌
久
佐
麻
久
良
』
の
挿
絵

ん
。

　

仏
教
で
「
明
月
が
夜
の
闇
を
照

ら
す
の
に
喩
え
て
、
私
た
ち
衆
生

の
迷
妄
を
破
り
、
悟
り
を
開
か
せ

て
く
れ
る
」
月
を
「
真
如
の
月
」

と
言
い
ま
す
が
、醜
い
心
を
捨
て
、

悟
り
を
開
い
た
地
こ
そ
が
「
伯
母

捨
山
」
だ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。
信
州
の
姨
捨
山
は
、『
大
和

物
語
』
以
降
、
棄
老
伝
説
の
地
と

し
て
詩
歌
に
詠
み
継
が
れ
て
き
ま

し
た
が
、
一
方
で
、
迷
妄
を
捨
て
、

悟
り
を
開
く
救
済
の
地
で
あ
る
と

い
う
伝
承
が
芭
蕉
の
時
代
こ
ろ
か

ら
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
ま

す
。

は
、
建
部
綾
足
が
描
き
、『
お
も

か
げ
集
』
は
、
眠
江
（
岷
江
か
）

と
い
う
人
の
画
で
す
。
眠
江
は
明

和
八
年
に
出
版
さ
れ
た
『
俳
諧
百

富
士
』
の
挿
絵
を
描
い
た
画
師
と

同
一
人
の
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、

よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
二
枚

の
挿
絵
は
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
描
か

れ
た
絵
で
、
姨
石
の
下
方
に
長
楽

寺
ら
し
き
建
物
が
見
え
ま
す
。
綾

Ⅳ 

一
紅
『
片
歌
久
佐
麻
久
良
』
と

 　

加
舎
白
雄
『
お
も
か
げ
集
』

姨捨観月 二つの旅
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足
は
姨
捨
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
っ

た
の
で
、
実
景
で
し
ょ
う
。
眠
江

の
画
に
も
同
じ
よ
う
に
月
見
堂
か

お
寺
が
見
え
ま
す
。
た
だ
し
、
綾

足
は
姨
石
の
上
で
鏡
台
山
に
登
る

月
を
仰
い
だ
図
を
、
眠
江
は
逆
方

向
か
ら
姨
石
と
面
影
塚
を
描
い
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
異
な
る
の
は
、

致
し
方
な
い
の
で
す
が
、
綾
足
は

姨
石
の
上
を
平
ら
に
描
い
て
、
五

人
が
月
見
を
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
眠
江
は
姨
石
を
こ
ん
も
り
と

し
た
山
の
よ
う
に
描
い
て
い
ま

す
。
三
年
で
石
の
形
が
変
わ
る
と

は
思
わ
れ
ま
せ
ん
の
で
謎
で
す
。

　

な
お
、
先
の
『
姨
捨
山
賞

月
記
』
は
、
姨
石
の
平
な
所

は
、
東
西
八
尺
（
約
２
ｍ
40

㎝
）
南
北
二
十
四
尺
（
約
７
ｍ
30

㎝
）あ
る
と
記
し
て
い
ま
す
か
ら
、

五
人
く
ら
い
は
座
る
こ
と
が
で
き

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。ち
な
み
に
、

天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
二
月
に

脱
稿
し
た
井
出
道
貞
『
信
濃
奇
勝

録
』（
出
版
は
明
治
十
九
年
）
は
、

丸
い
姨
石
を
描
い
て
い
ま
す
。

　

姨
石
が
こ
ん
も
り
し
て
い
た

か
、
平
で
あ
っ
た
か
気
に
な
り
ま

す
が
、
姨
捨
の
地
の
伝
承
は
、
棄

老
伝
説
と
救
済
伝
説
の
ふ
た
つ
の

流
れ
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で

す
。
月
は
、
ど
こ
で
も
仰
ぐ
こ
と

が
で
き
ま
す
が
、信
州
姨
捨
山
は
、

棄
て
ら
れ
た
老
人
の
霊
を
な
ぐ
さ

め
、
共
感
す
る
地
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
自
ら
の
醜
い
心
を
捨
て

て
悟
り
を
開
く
地
、
つ
ま
り
救
済

の
地
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

明和三年（1766）『片歌久佐麻久良』明和六年『おもかげ集』

一
九
五
三
年
（
昭
和
二
十
八
年
）、
長
野

市
生
ま
れ
。
特
定
非
営
利
活
動
法
人
・

信
州
古
典
研
究
所
代
表
。
早
稲
田
大
学

大
学
院
文
学
研
究
科
修
了
。
専
攻
は
近

世
俳
諧
史
。
江
戸
時
代
中
期
俳
諧
、
女

性
俳
諧
、
大
名
文
芸
に
つ
い
て
研
究
中
。

【
著
書
】

『
蕪
村
句
集
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
）。

『
一
茶
句
集
』（
同
）。

『
今
昔
詩
歌
も
の
が
た
り
』（
ほ
お
ず
き

書
籍
）
な
ど
。

玉
城 

司　

略
歴

姨捨観月 二つの旅
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き
り
え
と
の
出
会
い
は
、
私
が

ま
だ
学
生
の
頃
の
Ｊ
Ｒ
の
ス
ト
が

き
っ
か
け
で
す
。
家
に
帰
れ
ず
宿

泊
さ
せ
て
頂
い
た
友
人
の
叔
母
様

の
家
で
見
た
き
り
え
に
心
と
き
め

き
、
自
己
流
で
作
っ
て
み
た
イ
ン

ド
人
女
性
の
き
り
え
が
第
一
号

だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
当
時

イ
ン
ド
に
魅
か
れ
、
放
浪
の
旅
で

出
会
っ
た
方
々
や
、
草
花
な
ど
ス

ケ
ッ
チ
し
て
は
き
り
え
に
し
て
楽

し
ん
で
お
り
ま
し
た
。

　

や
が
て
結
婚
し
四
人
の
息
子
達

が
生
れ
題
材
は
い
つ
し
か
イ
ン
ド

人
女
性
か
ら
和
装
の
女
性
や
子
供

と
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

地
元
の
新
聞
へ
の
き
り
え
連
載

の
依
頼
を
受
け
、
計
十
一
年
間
は

子
育
て
を
し
な
が
ら
生
活
の
ひ
と

こ
ま
を
き
り
え
に
し
て
月
二
回
の

連
載
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
ど
ん

な
に
忙
し
く
て
も
子
供
が
熱
を
出

し
て
も
、
し
め
切
り
は
待
っ
て
は

く
れ
ま
せ
ん
。

　

早
め
早
め
の
原
稿
提
出
、
日
々

き
り
え
の
材
料
を
さ
が
し
て
い
る

と
子
供
達
の
な
に
げ
な
い
言
動
、

行
動
、
旅
先
で
出
会
っ
た
人
々
、

草
花
、
季
節
の
風
景
な
ど
が
い
と

お
し
く
思
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

子
供
を
叱
っ
た
後
き
り
え
を
す

る
と
、
心
の
乱
れ
が
指
先
か
ら

カ
ッ
タ
ー
を
通
じ
、
作
品
に
も

し
っ
か
り
表
わ
れ
て
し
ま
い
ま

す
。
こ
れ
が
き
り
え
の
魅
力
で
あ

り
、
こ
わ
い
所
で
も
あ
り
ま
す
。

な
の
で
私
は
カ
ッ
タ
ー
を
持
っ
た

ら
（
特
に
な
く
て
も
い
つ
も
）、

平
常
心
。
穏
や
か
な
心
で
…
が
私

の
一
生
の
課
題
で
す
。

　

生
ま
れ
育
っ
た
岡
谷
を
離
れ
、

夫
の
故
郷
で
あ
る
諏
訪
郡
原
村
に

引
越
し
た
の
は
今
か
ら
十
三
年

前
、
八
ヶ
岳
の
ふ
も
と
原
村
の
森

の
中
に
夫
が
手
作
り
で
家
を
建

て
、
四
季
を
通
じ
て
森
か
ら
の
恵

を
頂
き
な
が
ら
の
日
々
、
私
の
き

り
え
は
い
つ
し
か
山
野
草
や
高
山

植
物
へ
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

毎
朝
森
の
中
を
散
歩
す
る
時
、
ベ

ニ
バ
ナ
イ
チ
ヤ
ク
ソ
ウ
が
ピ
ン
ク

の
ジ
ュ
ー
タ
ン
の
よ
う
に
咲
く
光

景
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
り
と
、

山
野
草
の
宝
庫
で
あ
る
私
達
の
散

歩
道
で
沢
山
ス
ケ
ッ
チ
さ
せ
て
も

ら
い
ま
し
た
。

　

森
の
中
の
モ
デ
ル
さ
ん
達
は
、

き
り
え
と

共
に

日
達 

れ
ん
げ
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「
ど
う
ぞ
ど
う
ぞ
」
と
お
し
げ
な

く
そ
の
美
し
さ
を
私
に
提
供
し
て

く
れ
ま
す
。

　

こ
こ
数
年
、
テ
ー
マ
を
き
め
て

き
り
え
製
作
を
し
て
お
り
ま
す
。

昨
年
は
『
八
ヶ
岳
山
麓
く
の
山
野

草
Ｖ
Ｓ
ハ
ワ
イ
の
花
』
お
と
な
し

く
そ
そ
と
咲
く
野
の
花
と
対
照
的

な
自
己
ア
ピ
ー
ル
満
載
の
南
国
の

花
々
を
テ
ー
マ
に･･････

。

　

そ
し
て
今
年
の

テ
ー
マ
は
『
日
本
の

美
、
茶
花
』。
昨
年

信
濃
観
月
苑
で
の
展

示
の
折
、
体
験
さ

せ
て
頂
い
た
お
茶

会
、
お
茶
室
に
入
る

と
り
ん
と
し
た
空
気

の
中
、
日
本
の
美
が

ギ
ュ
ッ
と
凝
縮
さ
れ

て
い
る
感
じ
が
致
し

ま
し
た
。

　

省
い
て
省
い
て
最

後
に
残
っ
た
簡
素
な

日
本
の
美
に
ふ
れ
た

ひ
と
と
き
、
茶
花
を

き
り
え
に
し
同
時
に

懐
紙
の
製
作
も
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
。
主

役
の
和
菓
子
よ
り
も
で
し
ゃ
ば
ら

な
い
よ
う
、
そ
し
て
季
節
の
風
を

な
に
げ
な
く
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に

と
何
日
も
考
え
て
や
っ
と
出
来
上

が
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
ど
ん
な
出
会
い
が
あ

り
、
ど
ん
な
方
々
に
出
会
う
の
で

し
ょ
う
か
？
万
象
我
師
こ
れ
か
ら

も
き
り
え
を
通
し
て
自
己
研
鑽
に

励
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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ギ ャ ラ リ ー 展

冬季間は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）

日達れんげ　きりえ展　 4月27日日 ～5月18日日
出展／日達れんげ

江間廣・江間廣教室作陶展 6月7日土 ～6月23日月
出展／江間廣ほか

藍友禅　橋詰清貫の世界展 ６月27日金 ～６月29日日
出展／橋詰清貫

「窪田孟恒の仕事」あんずのいのちを絵絣に織る ８月22日金 ～８月28日木
出展／窪田孟恒

聖
HIJIRI

　ART EXHIBITION　作品展 ７月12日土 ～8月17日日
出展／窪田昭人・久保田優子ほか

岸田怜作陶展 10月８日水 ～11月９日日
出展／岸田怜

草木屋 草木染伝習所 作品展 9月20日土 ～10月6日月
出展／山崎樹彦・澄子・杜人ほか

安藤ひかり　ガラス作品展 ８月29日金 ～９月18日木
出展／安藤ひかり

観
月
苑
文
化
講
座

参
加
者
募
集
中

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

小
林
一
茶
の
世
界

【
第
３
木
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
木
曜
日
】

14
：
00
〜
16
：
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

希
望
人
数
に
よ
り
実
施

曜
日
は
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

年
10
回

年
10
回
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催し物

案　内

４月13日日 裏千家 小林宗智社中（長野市）

武者小路千家 亀の香茶稽古の会（松本市）

裏千家 小山宗道社中（長野市）

石州流 芳香庵松悠（筑北村）

表千家流 金井宗美社中清流会（筑北村）

裏千家 山中宗艶社中（長野市）

裏千家 公民館茶道クラブ（麻績村）

宗徧流 宮田宗恵社中（長野市）

表千家流 鈴木康之（名古屋市）

武者小路千家 亀の香茶稽古の会（松本市）

裏千家 島津宗純社中（長野市）

4月29日火
5月18日日
6月15日日
6月22日日

第 15 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／「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
 「梟」同人・水上孤城

第 22 回月の里俳句作品募集

 ８月31日日
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／「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
 「梟」同人・水上孤城

募集締切

第 21 回紅葉がりの茶会
 10月19日日

受付／ 10:00（受付終了 14:00）
定員／ 150 名　会費／ 3,000 円

　濃茶席　耕月軒
　薄茶席　観月堂
　点心席　月の館大寄せの間
この日は通常のお茶席はありません。
施設貸切の場合も同様です。

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 ～ 15:00　日時は変わることがあります。
会費／ 600 円
点心＆お抹茶 2,500 円（要予約。３名様以上）

7月13日日
７月27日日
８月23日土
９月14日日

11月9日日
９月28日日

 10月11日土

（予定）

秋の楽しい音楽会秋の楽しい音楽会
みんなで歌いましょう！みんなで歌いましょう！

合唱指導と合唱指導と
　　　テノール独唱　　　テノール独唱

遠山望・山川拓也デュオリサイタル遠山望・山川拓也デュオリサイタル

10
4

9
7

14:00
～ 16:00

13:30
～ 15:30

場所／月の館大寄せの間
講師・テノール独唱／島津 和平　ピ ア ノ 伴 奏／関崎 千奈美

場所／月の館大寄せの間
　 　●サクソフォン／遠山 望
　 　●ピ ア ノ／山川 拓也
ゲスト●サクソフォン／飯室志津香

【曲目】
二本のサクソフォンのためのソナタ　ルクレール
「タンゴの歴史」より ピアソラ
「オーヴェルニュの歌」より カントルーブ　他

土

日
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土
づ
く
り
か
ら
焼
成
ま
で
、
作

品
に
仕
上
が
る
過
程
で
、「
省
力

化
、
簡
略
化
せ
ず
、
で
き
る
か
ぎ

り
古
来
の
方
法
で
取
り
組
む
、
自

然
に
反
し
な
い
」
と
言
う
気
持
ち

で
作
陶
し
て
い
ま
す
。
宅
配
便
や

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
に
よ

り
、
全
国
各
地
の
有
名
陶
土
が
自

由
に
手
に
入
り
、
デ
ジ
タ
ル
で
管

理
さ
れ
た
電
気
や
灯
油
な
ど
の
窯

で
焼
き
物
が
で
き
る
時
代
に
あ
り

ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
中

に
あ
っ
て
も
、
私
に
と
っ
て
は
地

元
に
存
在
す
る
土
で
、
原
初
的
な

方
法
で
焼
き
物
づ
く
り
を
す
る
と

い
う
こ
と
が
、よ
り
大
き
な
喜
び
、

潤
い
を
生
み
出
す
よ
う
な
気
が
し

て
い
ま
す
。

　

十
四
年
間
の
会
社
生
活
を
経
て

備
前
で
二
年
間
勉
強
し
た
の
ち
、

二
十
年
ほ
ど
前
当
地
に
穴
窯
を
築

き
、
作
陶
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

信
州
に
あ
っ
て
は
信
州
の
土
を
、

と
当
初
か
ら
考
え
て
い
た
と
こ

ろ
、
旧
本
城
村
の
土
と
出
会
い
、

そ
の
数
年
後
、
上
田
市
の
染
屋
土

に
も
巡
り
会
う
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
試
行
錯
誤
の
連
続
で
は
あ
り

ま
し
た
が
、「
信
州
の
焼
締
め
陶
」

と
し
て
、
評
価
を
い
た
だ
け
る
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

江
間
ち
ゃ
ん
の
焼
き
物
に
は
古

び
た
肌
合
い
を
感
じ
る
、
と
言
っ

て
く
れ
る
人
が
い
ま
す
。
備
前
の

陶
芸
セ
ン
タ
ー
で
２
年
間
勉
強
し

た
だ
け
で
、
す
ぐ
独
立
。
師
を
持

た
な
か
っ
た
た
め
に
、
土
の
作
り

方
、
窯
の
作
り
方
、
焼
き
方
、
成

形
の
仕
方
な
ど
、
自
分
な
り
に
考

え
て
き
ま
し
た
。
古
い
産
地
な
ど

で
は
、
焼
成
方
法
な
ど
、
ほ
ぼ
確

立
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、

本
城
土
そ
の
も
の
、
ま
た
そ
の
焼

き
方
は
未
知
の
世
界
、
太
古
の
人

が
土
か
ら
焼
き
物
に
仕
上
げ
た
体

験
を
、
私
も
多
少
な
り
と
も
し
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

自
然
界
の
中
に
美
を
感
じ
る
、
と

よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
と
同
様
、

焼
締
陶
の
持
つ
自
然
さ
、
極
力
人

工
物
が
加
わ
ら
な
い
良
さ
が
そ
こ

に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
形
は
と
も

あ
れ
、
そ
の
肌
合
い
を
見
る
だ
け
、

触
れ
る
だ
け
で
堪
能
で
き
る
も
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
窯
焚
き
も
最
終

盤
、
横
焚
口
か
ら
、
窯
の
中
を
覗

く
と
、
炎
が
フ
ワ
ー
フ
ワ
ー
と
ゆ
っ

く
り
と
流
れ
て
い
ま
す
。
極
楽
浄

土
に
漂
う
「
霞
」
に
似
て
、
と
て

も
心
地
よ
い
情
景
で
す
。「
土
」
も

炎
の
フ
ワ
ー
フ
ワ
ー
を
感
じ
、
そ

れ
を
見
な
が
ら
「
焼
き
物
」
に
昇

天
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

土
は
自
然
か
ら
の
授
か
り
も

の
、
自
分
の
子
供
を
育
て
る
よ
う

に
大
事
に
育
ん
で
い
き
た
い
。
私

に
与
え
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
土
そ
れ

ぞ
れ
の
良
さ
を
最
大
限
に
引
き
出

し
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
土
に
合
っ

た
形
を
生
み
出
し
、
使
っ
て
い

た
だ
く
方
々
と
共
に
喜
べ
る
よ

う
、
今
後
も
研
鑽
し
て
い
く
覚
悟

で
す
。
心
地
よ
さ
、
や
す
ら
ぎ
、

ち
ょ
っ
と
し
た
驚
き
、
喜
び
、「
江

間
ち
ゃ
ん
ら
し
い
ね
。」
と
い
わ

れ
る
作
品
を
作
っ
て
い
き
た
い
で

す
。

　

三
年
ほ
ど
前
陶
芸
教
室
を
始

め
、
今
回
、
生
徒
さ
ん
の
作
品
も

併
せ
て
展
示
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
私
と
ま
っ
た

く
同
じ
土
を
用
い
、
同
じ
窯
で
焼

い
た
作
品
、
皆
さ
ん
が
五
感
を
フ

ル
に
活
用
し
て
仕
上
げ
た
力
作
の

数
々
も
、
合
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

土
づ
く
り
か
ら
の
陶
芸

江
間　

廣

１
９
５
３
年
東
京
に
生
ま
れ
る

１
９
７
７　

上
智
大
学
卒
業

１
９
９
０　

37
歳　

陶
芸
を
志
す

１
９
９
２　

備
前
陶
芸
セ
ン
タ
ー
卒
業

１
９
９
４　

 

当
地
に
半
地
下
式
穴
窯
（
12

ｍ
）
を
独
力
で
築
き
独
立

１
９
９
７　

 「
し
ぶ
や　

黒
田
陶
苑
」
に
て

毎
年
個
展

１
９
９
８　

 

半
地
下
式
穴
窯（
6
ｍ
）を
築
窯

「
東
急
本
店
」
美
術
画
廊
に
て

個
展

２
０
０
１　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
男
の
食
彩
」
に
掲
載

２
０
０
４　

 「
極
め
る
技　

現
代
日
本
の
陶

芸
家
１
２
５
人
」
に
掲
載

２
０
０
５　

 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
―
Ｂ
Ｓ
「
器　

夢
工

房
」
に
出
演

２
０
０
５　

 「
井
上
百
貨
店
」
ギ
ャ
ラ
リ
ー

に
て
隔
年
個
展

２
０
１
０　

 「
日
本
橋
三
越
本
店
」
特
選
サ

ロ
ン
に
て
個
展

２
０
１
１　

 「
そ
ご
う
横
浜
店
」
美
術
画
廊

に
て
個
展

２
０
１
１　

 「
そ
ご
う
大
宮
店
」
美
術
画
廊

に
て
個
展

２
０
１
２　

 「
な
が
の
東
急
」
美
術
画
廊
に

て
個
展

２
０
１
３　

 「
西
武
池
袋
本
店
」
ア
ー
ト

ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
て
個
展

そ
の
他
各
地
で
個
展
多
数
開
催

江
間　

廣　

略
歴

〜

２
０
１
１

・
２
０
１
３

・
２
０
１
３

・
２
０
１
４

・
２
０
１
４
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旬の味 お点前による

点心・お抹茶を
お楽しみください
点心・お抹茶を点心・お抹茶を
お楽しみくださいお楽しみください
点心・お抹茶を
お楽しみください
お点前でお楽しみいただけます。

松茸、紅葉麩、三つ葉、鱧
鮎、きゃら蕗、茗荷甘酢漬け
地物と菜花の大根おろし和え
大根、鰤、青物、針生姜
南瓜よせ、林檎のワイン煮、苺
ベッタラ大根漬、奈良漬け
栗入り赤飯

７日前までに、３名様以上でご予約ください。（季節により内容が異なります）

お抹茶お抹茶お抹茶
１服 600 円１服 600 円

点 心点 心点 心
2000円（一例）2000円（一例）

耕月軒の降りつくばい耕月軒の降りつくばい

第
二
十
一
回 

月
の
里
俳
句
入
選
作
品

一
般
の
部

特
　
選

秀
　
逸

金
魚
掬
ふ
見
知
ら
ぬ
人
に
仕
切
ら
れ
て

伐
り
方
に
さ
ん
ざ
ん
揉
め
て
西
瓜
食
ふ

水
音
の
方
へ
向
き
た
る
水
芭
蕉

噴
水
や
被
爆
の
空
を
濡
ら
し
を
り

月
浴
び
て
婆
の
背
し
や
ん
と
帰
り
け
り

石
橋
　
博
雄

村
田
　
　
守

杉
本
　
憲
治

小
谷
　
一
夫

宮
地
　
和
子

佐藤文子選

特
　
選

秀
　
逸

嘶
き
や
遥
か
な
父
の
盂
蘭
盆
会

据
置
き
の
機
関
車
小
鳥
来
て
を
り
ぬ

月
夜
茸
奥
へ
奥
へ
と
富
士
樹
海

清
水
湧
く
木
地
師
名
残
の
楡
大
樹

塩
飴
を
か
り
か
り
と
噛
む
残
暑
か
な

永
田
エ
セ
子

北
沢
　
雅
子

井
坂
　
一
炷

藤
本
　
光
子

中
溝
　
玲
子

神田北童選

特
　
選

秀
　
逸

歯
車
の
か
み
合
う
て
来
る
九
月
か
な

胸
白
く
鳥
睡
り
た
る
良
夜
か
な

供
花
と
な
す
被
爆
の
空
の
揚
花
火

学
生
の
尻
打
つ
リ
ュ
ッ
ク
秋
暑
し

子
規
の
泣
き
芭
蕉
の
歩
き
月
出
で
ぬ

成
保
　
房
子

志
村
寿
美
代

小
谷
　
一
夫

田
中
　
竹
子

柴
田
　
洋
子

小林貴子選

特
　
選

秀
　
逸

田
に
水
の
入
り
て
鎮
も
る
里
の
初
夏

病
め
る
子
の
新
涼
の
髪
美
し
く

奉
納
の
ト
ー
シ
ュ
ー
ズ
提
げ
寺
涼
し

学
生
の
尻
打
つ
リ
ュ
ッ
ク
秋
暑
し

朝
顔
に
元
気
も
ら
い
て
畑
に
立
つ

村
田
　
　
守

西
川
　
房
子

松
本
　
郁
子

田
中
　
竹
子

宮
下
志
花
子

水上孤城選



信濃観月苑

月
の
館

観
音
堂

観
月
堂

清
香
亭

安曇野 I.C 長野自動車道

安曇野 I.C

信
濃
観
月
苑
だ
よ
り

■利用料金／半日5,000 円・１日10,000 円

■利用料金／１会10,000 円

信濃観月苑をご利用ください
広く文化活動や研修会、お茶会等にどうぞ
お問い合わせ・ご予約

コンサート、発表会などに
ご利用ください。
グランドピアノKAWAI GM-10

■利用料金／半日5,000 円・１日10,000 円　

（２F 40 畳和室）ステージ付

お茶会、お稽古、句会、研修会、コンサート会場などに
ご利用ください。

■利用料金／半日3,000 円・１日6,000 円

お茶会、句会、月見の宴などにご利用ください。
■利用料金／半日5,000 円・１日10,000 円

展示発表の場としてご利用ください。

■利用料金／半日5,000 円・１日10,000 円

信濃観月苑
長野県東筑摩郡麻績村〒399-7701
TEL/FAX （0263）67-3933

開苑時間
休 苑 日

入 場 料

お 抹 茶
点 心

午前９時～午後５時
毎週火曜日（火曜祝祭日
は開苑、水曜休苑）
個人　高校生以上 300 円
　　　小人 150 円
団体　20 名以上２割引
600 円
2,000円（３名様より。要予約）

麻績村のホームページ http://www.vill.omi.nagano.jp
麻 績 村 観 光 情 報 http://omigoto.vill.omi.nagano.jp

表 紙
　多くの方々のお力添えをいた
だき様々な催しができますこと
に感謝。
　みなさまが心豊かに日々過ご
せますように…

TEL/FAX 0263-67-3933
メール  kangetsu@vill.omi.nagano.jp


