
里
山
の
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
新
し
く
な
り
ま
す

里山の風物

今
年
は
圏
央
道
が
阿
見
東

Ｉ
Ｃ
ま
で
開
通
す
る
な
ど
牛

久
に
と
っ
て
大
き
な
変
化
の

年
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

里
山
の
会
は
次
な
る
躍
進
に

む
け
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
リ
ニ

ュ
ー
ア
ル
す
る
事
と
な
り
ま

し
た
。 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
と
し
て
活
動

を
始
め
２
年
が
経
過
し
、
各
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
か
ら
多
く
の
成

果
が
発
表
さ
れ
、
市
町
村
や
団

体
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
期
待
も

日
ご
と
に
高
ま
っ
て
来
て
い

ま
す
。
里
山
の
会
は
こ
れ
ま
で

外
部
へ
の
情
報
発
信
手
段
と
し
て
広
報
誌
と
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
よ
る
も
の
で
し
た
が
、
こ
の
度
、
満
を
持
し
て
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
印
刷
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

新
し
い
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
更
に
里
山
の
会
の
活
動 

 
 

を
牛
久
市
内
外
、
ま
た
、
日
本
全
国
の
里
山
文
化
に
興
味
の

あ
る
人
々
や
、
荒
廃
が
進
む
里
山
の
維
持
に
憂
い
を
も
た
れ

て
い
る
方
々
の
ヒ
ン
ト
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
掲
載
し
た
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
写
真
は
、

ど
れ
も
生
き
生
き
と
し
た
、
里
山
の
会
の
雰
囲
気
が
伝
わ
る

と
て
も
楽
し
そ
う
な
も
の
ば
か
り
。
表
紙
に
も
牛
久
の
素
晴

ら
し
い
里
山
風
景
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
も
う
少
し
で
皆
様

の
手
に
も
届
く
と
思
い
ま
す
の
で
、
今
暫
く
期
待
に
胸
を
躍

ら
せ
な
が
ら
お
待
ち
く
だ
さ
い
。 

 
 
 

若
林 

和
浩 

  

今
年
の
冬
は
エ
ル
ニ
ー
ニ
ョ
現
象
に
よ
る
暖

冬
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
地
球
温
暖
化
の
影
響

も
見
逃
せ
な
い
大
き
な
要
因
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

現
在
の
ま
ま
気
温
の
上
昇
が
続
く
と
、
百
年
後
に

は
冬
が
無
く
な
り
、
秋
か
ら
春
と
い
う
事
態
に
な

る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
人
は
古
く

か
ら
四
季
の
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
持
ち
、
季
節
毎 

の
う
つ
ろ
い
を
「
季
語
」
と
い
う
定
め
を
作
り
、

詩
に
し
て
楽
し
む
と
い
う
風
流
な
国
民
で
し
た
。
そ
の
四
季

が
無
く
な
っ
て
三
季
で
は
日
本
人
の
心
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
及
ぼ
す
の
で
し
ょ
う
か
。
間
も
な
く
立
春
で
す
。
そ
し
て

「
今
年
の
冬

は
記
録
ず
く

め
で
し
た
」
と

締
め
く
く
ら

れ
る
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。 

 

今
月
の
風

物
は
結
束
に

も
伝
わ
っ
て

い
た
「
な
ら
せ

餅
」
で
す
。
な

ら
せ
餅
と
は
、

小
正
月
の
行

事
で
、
五
穀
豊

穣
を
祈
念
し

て
餅
を
つ
き
、

紅
白
餅
に
し
て
繭
玉
や
動
物
の
形
に
似
せ
、
コ
ナ
ラ
の
枝
や

ツ
バ
キ
の
枝
に
餅
を
「
成
ら
せ
た
」
と
い
う
古
く
か
ら
の
し

き
た
り
で
す
。
同
時
に
蒸
籠
（
せ
い
ろ
）
の
使
い
始
め
（
そ

の
年
の
）
と
い
う
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
（
ｋ
ｓ
） 

Ｎｏ．４８ （２００７年２月号）



   

十
二
月
十
日 

先
月
に
引
き
続
き
ハ
イ
コ
ー
プ
（
生
協
）
と
の
協
働
事
業
、

今
月
は
伐
採
し
た
竹
で
正
月
用
の
花
器
づ
く
り
。
は
じ
め
に

林
床
の
片
づ
け
か
ら
ス
タ
ー
ト
、
つ
ぎ
に
各
々
の
目
的
と
す

る
竹
を
選
び
切
り
出
し
始
め
る
。
太
い
孟
宗
竹
は
重
く
切
り

出
す
時
は
危
険
で
心
配
に
な
る
。
す
で
に
構
想
が
あ
り
、
い

ろ
い
ろ
な
道
具
を
持
参
し
た
人
も
あ
り
、
も
く
も
く
と
作
業

を
進
め
て
い
る
。 

今
回
は
、
生
協
の
方
に
昼
食
づ
く
り
を
お
願
い
し
た
。
即

席
で
カ
ブ
の
浅
漬
け
を
作
っ
て
い
た
だ
い
た
。
料
理
が
お
い

し
い
の
か
、
野
外
で
食
べ
る
か
ら
お
い
し
い
の
か
、
す
べ
て

を
合
わ
せ
て
お
い
し
い
昼
食
で
あ
っ
た
。
普
段
に
は
な
い
ミ

カ
ン
と
バ
ナ
ナ
の
デ
ザ
ー
ト
が
あ
り
お
腹
も
十
分
の
満
足
で

あ
っ
た
。 

 

花
器
と
は
思
え

な
い
も
の
を
つ
く

っ
て
い
る
の
で
、
尋

ね
た
ら
自
家
製
ミ

ソ
を
か
き
混
ぜ
る

ヘ
ラ
を
作
っ
て
い

る
と
の
こ
と
。
２
時

過
ぎ
に
全
員
の
作

品
を
紹
介
し
合
い

な
が
ら
終
了
と
な

っ
た
。
初
め
に
サ
ン

プ
ル
と
し
て
私
が

作
っ
た
花
器
を
お

見
せ
し
た
の
が
恥

ず
か
し
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。 

十
二
月
二
十
三
日 

炭
を
出
し
、
木
炭
用
材
の
積
み
込
み
の
予
定
で
あ
っ
た
が
、

窯
を
開
け
て
み
る
と
炭
に
は
不
十
分
で
あ
り
、
前
回
の
窯
を

閉
じ
る
判
断
を
あ
や
ま
っ
た
。
日
曜
日
の
午
後
４
時
ご
ろ
森

も
終
了
時
間
が
過
ぎ
、
そ
ろ
そ
ろ
家
路
に
着
き
た
く
な
る
。

陽
も
落
ち
る
冬
の
午
後
、
思
わ
ず
窯
を
閉
じ
て
し
ま
っ
た
（
言

い
訳
）
。
煙
の
変
化
も
確
認
し
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
炭
焼

き
は
難
し
い
。
再
度
の
火
入
れ
を
行
う
。 

十
二
月
二
十
四
日 

昨
日
の
続
き
で
窯
の
火
を
た
や
さ
ず
燃
や
し
続
け
る
。 

予
定
に
は
な
い
が
、
コ
ジ
ュ
ケ
イ
の
森
の
手
入
れ
。
夏
以
来

コ
ジ
ュ
ケ
イ
の
森
に
は
先
月
一
度
入
っ
た
だ
け
で
あ
り
、
下

草
が
膝
上
く
ら
い
ま
で
繁
っ
て
い
る
。
昨
年
も
新
年
を
迎
え

る
に
あ
た
り
森
の
顔
で
あ
る
こ
の
場
所
を
手
入
れ
を
し
た
が
、

今
年
も
き
れ
い
に
し
て
お
き
た
い
と
考
え
た
。
参
加
者
が
少

な
か
っ
た
が
、
け
も
の
道
の
両
側
き
れ
い
に
刈
り
取
っ
た
。 

午
後
４
時
過
ぎ
、
今
度
は
成
功
し
て
く
れ
と
願
っ
て
炭
窯
を

閉
じ
、
今
年
最
後
の
作
業
は
終
了
し
た
。 

   

大
豆
は
大
変
で
す 

 

 

隣
町
で
あ
る
伊
奈
町
の
イ
ベ
ン
ト
で
数
年
前
、
大
豆
の
オ

ー
ナ
ー
に
応
募
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
応
募
の
理
由
は
、

自
家
菜
園
で
枝
豆
の
先
ま
で
生
育
が
難
し
か
っ
た
こ
と
、
第

二
に
自
家
製
味
噌
作
り
を
し
た
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 

オ
ー
ナ
ー
の
見
聞
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
昨

春
、
森
の
中
の
畑
二
ヶ
所
で
栽
培
に
着
手
し
ま
し
た
。
炭
屋

隣
の
畑
で
は
、
ま
き
時
を
二
回
に
分
け
、
一
方
を
無
農
薬
と

し
、
マ
ル
チ
は
共
に
使
用
。
観
察
舎
前
の
畑
で
は
、
マ
ル
チ
・

ネ
ッ
ト
共
不
使
用
。
肥
料
は
有
機
肥
料
を
そ
れ
ぞ
れ
二
回
程

度
。
以
上
の
生
育
過
程
は
、
ネ
ッ
ト
不
使
用
分
は
、
発
芽
時

の
鳥
害
で
三
週
間
遅
れ
、
収
穫
も
三
十
％
程
度
。
炭
屋
隣
は
、

ネ
ッ
ト
の
成
果
で
、
枝
豆
ま
で
は
順
調
に
推
移
し
た
の
で
す

が
、「
好
事
魔
多
し
」
九
月
の
多
雨
の
た
め
か
、
十
月
、
採
取

期
に
は
大
豆
の
実
は
芙
の
中
で
病
害
を
受
け
収
穫
。（
薬
使
用

分
も
同
様
）
。
実
り
の
秋
に
程
遠
く
、
味
噌
づ
く
り
も
輸
入
大

豆
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
か
？
と
代
々
市
内
に
お
住
ま
い

方
に
、
栽
培
の
仕
方
を
尋
ね
て
み
た
の
で
す
が
、
味
噌
の
自

家
製
は
と
も
あ
れ
、
大
豆
の
自
家
製
を
な
さ
っ
て
い
る
方
に

は
お
会
い
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
大
豆
は
、
ど
こ
で
も
容
易

に
作
れ
る
、
決
し
て
特
別
な
作
物
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
し

た
が
・
・
・
。 

さ
て
今
年
、
ど
う
し
ま
し
ょ
う
。
大
豆
の

種
類
、
土
壌
、
薬
の
要
否
、
回
数
、
時
期
・
・
・
。
課
題
は

山
積
し
て
い
ま
す
。 

   

応
援
隊
活
動
報
告 

 

飯
田 

畑
隊
活
動
報
告 

 

小
野
寺 



   

そ
ば
打
ち
に
参
加
し
た
３
組
の
親
子
か
ら
感
想
を
も
ら

い
ま
し
た 

       
 

                 

                            

  
 

二
０
０
０
年
三
月
、
牛
久
自
然
観
察
の
森
の
「
牛

久
自
然
観
察
森
友
の
会
を
つ
く
ろ
う
」
の
声
掛
け

を
き
っ
か
け
に
結
成
、
当
初
は
三
グ
ル
ー
プ
に
分

か
れ
て
の
活
動
で
し
た
が
、
今
で
は
当
初
か
ら
の

流
れ
を
引
き
継
ぐ
唯
一
の
グ
ル
ー
プ
に
な
っ
て

お
り
、
ス
タ
ッ
フ
は
現
在
五
名
。
平
均
年
齢
が
三

十
代
と
若
い
（
？
）
で
す
。 

私
た
ち
の
さ
と
や
ま
が
っ
き
ゅ
う
の
活
動
の

ね
ら
い
は
、
「
体
験
重
視
型
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
践

し
、
自
然
の
素
晴
ら
し
さ
を
直
に
感
じ
て
も
ら
い
、

少
し
で
も
多
く
の
人
に
自
然
の
大
切
さ
に
気
づ

い
て
も
ら
え
る
よ
う
な
活
動
を
展
開
す
る
こ
と
」

で
す
。 

 

今
年
度
も
、
さ
と
や
ま
が
っ
き
ゅ
う
は
、
春
季

二
回
・
夏
季
一
回
・
秋
季
二
回
・
冬
季
一
回
を
目

安
に
、
年
六
回
程
度
、
牛
久
市
遠
山
地
区
を
主
な

フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
、
四
季
に
合
わ
せ
た
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
用
意
し
て
活
動
を
展
開
す
る
予
定
で
す
。 

 

そ
の
他
、
冬
季
に
は
、
雑
木
林
内
の
篠
竹
狩
り

を
行
い
、
参
加
者
が
活
動
し
や
す
く
す
る
た
め
に 

 

フ
ィ
ー
ル
ド
管
理
も
毎
年
行
っ
て
き
ま
し
た
。 

 
 
 

【
こ
れ
ま
で
の
主
な
活
動
内
容
】 

春
季
・
・
・
野
草
摘
み
・
山
菜
狩
り
、
四
つ
手
網

で
の
魚
採
り
、
魚
釣
り
な
ど 

夏
季
・
・
・
昆
虫
採
集
、
ホ
タ
ル
鑑
賞
な
ど 

秋
季
・
・
・
栗
拾
い
、
ア
ケ
ビ
狩
り
、
ネ
イ
チ
ャ
ー
ク
ラ

フ
ト
等 

冬
季
・
・
・
昔
の
遊
び
、
茸
狩
り
、
サ
ワ
ガ
ニ
観
察
会
等 

そ
の
他
と
し
て
、
さ
と
や
ま
が
っ
き
ゅ
う
の
大
き
な
特

食
べ
て
み
て 

食
べ
る
の
に
夢
中
で
、
子
供
の
感
想
が
聞
け
な
か
っ
た
よ

う
な
・
・
・
。
茶
そ
ば
、
そ
ば
が
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
そ
ば
、

す
べ
て
お
い
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

黒
み
つ
も
あ
り
喜
ん
で
い
ま
し
た
。（
一
般
参
加
の
方
が
作
っ

て
き
て
く
れ
た
黒
み
つ
を
、
そ
ば
が
き
に
か
け
て
食
べ
ま
し

た
。
）
待
ち
き
れ
な
く
な
り
、
先
に
食
べ
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し

た
。
み
な
さ
ん
に
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
、
刺
激
を
受
け
た

よ
う
で
す
。
ル
ー
ル
を
学
ぶ
良
い
場
だ
と
思
い
ま
す
。 

家
族
・
親
ど
う
し
と
し
て 

・こ
れ
か
ら
も
、
色
々
な
こ
と
に
挑
戦
し
、
親
子
で
成
長
し
て
い

き
た
い
。 

・
今
回
、
３
組
の
親
子
だ
け
で
し
た
が
、
子
供
の
年
齢
が
違
う

分
、
色
々
な
話
が
で
き
ま
し
た
。 

・来
て
よ
か
っ
た
で
す
。
思
い
出
に
な
り
ま
す
。 

・
同
じ
く
ら
い
の
子
達
で
未
就
園
児
で
話
が
で
き
ま
し
た
。 

・
年
上
の
方
達
と
子
の
ふ
れ
あ
い
が
あ
っ
て
、
子
供
達
に
も
よ
い

で
す
。

こ
れ
か
ら 

・
こ
れ
か
ら
親
子
で
体
験
で
き
る
企
画
を
も
っと
作
って
い
た
だ
き

た
い
で
す
。 

・
定
期
的
に
子
供
も
参
加
で
き
る
簡
単
な
料
理
や
工
作
の
よ
う

な
も
の
が
あ
れ
ば
、
ま
た
参
加
し
ま
す
。
（
家
に
帰
って
ま
た
で

き
る
内
容
の
も
の
が
、
で
き
れ
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
） 

・
定
期
的
に
、
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
て
ほ
し
い
で
す
。
お
も
ち
つ

き
、
ク
リ
ス
マ
ス
リ
ー
ス
作
り
、
な
ど
。 

そ
ば
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
活
動
報
告 

 

横
山 

全
体
と
し
て 

親
子
共
々
、
初
め
て
の
そ
ば
打
ち
を
体
験
し
、
人
一
倍
い
た
だ

き
（
満
腹
で
す
！
）
と
て
も
よ
い
思
い
出
が
で
き
ま
し
た
。
楽
し
か

っ
た
で
す
。
始
ま
り
が
ど
の
よ
う
に
し
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
途
中
か
ら
よ
か
っ
た
で
す
。
子
供
は
そ
ば
打
ち
よ

り
、
お
兄
さ
ん
や
お
友
達
と
遊
ん
で
楽
し
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

何
回
か
参
加
す
る
う
ち
に
、
子
供
も
そ
ば
打
ち
に
参
加
で
き
る

よ
う
に
な
る
の
で
は
と
思
い
ま
し
た
の
で
、
ま
た
参
加
し
た
い
。 

子
供
の
様
子
は 

同
じ
グ
ル
ー
プ
の
方
々
に
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
な
が

ら
、
粉
を
混
ぜ
た
り
、
練
っ
た
り
、
打
っ
た
り
、
ゆ
で
た
り

積
極
的
に
行
動
で
き
た
よ
う
で
す
。
手
を
使
っ
て
、
粘
土
の

よ
う
な
の
で
、
や
り
や
す
か
っ
た
よ
う
で
す
。
喜
ん
で
い
ま

し
た
。
家
で
ま
た
で
き
る
の
で
、
よ
か
っ
た
で
す
。（1

回
打

て
る
分
の
そ
ば
粉
を
参
加
者
に
差
し
上
げ
ま
し
た
。
） 

さ
と
や
ま
が
っ
き
ゅ
う
案
内 

小
倉 

 

 

 

さ
と
や
ま
が
っ
き
ゅ
う
案
内 

小
倉 

 



徴
で
も
あ
り
、
毎
回
欠
か
さ
ず
実
践
し
て
い
る
ネ
イ
チ
ャ

ー
ゲ
ー
ム
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。 

私
た
ち
が
利
用
し
て
き
た
牛
久
市
遠
山
地
区
（
別
名
「
牛

久
の
ト
ト
ロ
の
森
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
か
？
）
は
、
低
地

と
台
地
が
混
在
し
た
地
形
で
、
水
田
や
休
耕
田
、
湧
水
、
小

川
、
雑
木
林
な
ど
を
数
多
く
見
る
こ
と
の
で
き
る
自
然
豊
か

な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
す
。
今
後
も
子
供
た
ち
は
、
勿
論
、
大
人

も
童
心
に
戻
っ
て
楽
し
め
る
活
動
を
展
開
し
て
い
き
た
い
で

す
。 

    

巨
木
リ
サ
ー
チ
事
業
「
市
民
の
木
」
の
撮
影
と
撮
影
を
め

ぐ
っ
て
感
じ
た
こ
と 

 

写
真
グ
ル
ー
プ
は
事
業
が
正
式
に
発
足
す
る
前
に
関
係
者

が
打
合
せ
を
行
い
、
平
成
十
八
年
度
の
撮
影
対
象
で
あ
る
「
市

民
の
木
」
の
撮
影
に
当
た
っ
て
次
の
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
ま

し
た
。 

一
．
撮
影
の
目
的
は
生
態
写
真
（
図
鑑
写
真
）
と
す
る
。 

二
．
撮
影
は
木
の
全
景
（
後
述
の
登
録
画
像
番
号
一
）、
木

の
特
徴
を
示
す
部
分
（
同
二
）
、
木
の
肌
（
同
三
）
、

花
（
四
）
、
果
実
（
五
）
と
す
る
。 

三
．
撮
影
画
像
の
ベ
ス
ト
シ
ョ
ッ
ト
に
フ
ァ
イ
ル
名
を
つ

け
て
登
録
し
、
一
元
的
に
管
理
す
る
。 

四
．
フ
ァ
イ
ル
名
は
数
字
の
十
二
桁
で
示
し
、
一
〜
二
桁:

撮
影
者
、
三
〜
八
桁
：
撮
影
期
日
、
九
〜
十
桁
：「
市

民
の
木
」
番
号
、
十
一
桁
：
上
記
撮
影
部
位
、
十
二

桁
：
画
像
の
縦
横
、
と
す
る
。 

以
上
の
申
し
合
わ
せ
に
し
た
が
い
写
真
グ
ル
ー
プ
は
当
初
六

名
で
発
足
し
ま
し
た
が
、
現
在
は
四
名
で
月
、
一
〜
二
回
定

期
的
に
撮
影
を
行
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
市
民
の
木
は
神
社
や

寺
院
に
多
く
あ
る
た
め
繁
茂
し
た
森
の
中
の
環
境
下
で
、
陽

光
が
樹
木
全
体
に
当
た
る
時
間
帯
が
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
た
め
朝
光
の
低
い
時
間
で
な
い
と
撮
影
で
き
な
い
木
や
西

日
が
当
た
る
午
後
で
な
い
と
撮
影
で
き
な
い
木
も
多
く
あ
る

こ
と
か
ら
、
各
人
が
都
合
の
つ
く
時
間
に
撮
影
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。
ま
た
撮
影
場
所
が
狭
く
、
広
角
レ
ン
ズ
を
使
用
し

て
も
樹
木
の
全
体
を
撮
影
で
き
な
い
場
所
も
あ
り
、
皆
さ
ん

大
変
苦
労
し
ま
し
た
。 

撮
影
し
た
画
像
の
な
か
で
最
良
と
判
断
し
た
画
像
を
圧

縮
し
て
申
し
合
わ
せ
の
フ
ァ
イ
ル
名
を
つ
け
、
画
像
管
理
者

へ
メ
ー
ル
に
添
付
し
て
登
録
し
て
き
ま
し
た
。
十
二
月
二
十

五
日
現
在
三
三
七
件
に
達
し
て
い
ま
す
。
こ
の
登
録
画
像
一

覧
と
そ
の
画
像
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
ヤ
フ
ー
グ
ル
ー
プ
の

メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
を
利
用
し
、
巨
木
事
業
参
加
者
を
対
象

と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
し
て
お
り
ま
す
。
皆
さ

ん
有
効
に
活
用
し
て
い
ま
す
。 

「
市
民
の
木
」
を
撮
影
し
て
み
て
、
神
社
・
寺
院
・
個
人

所
有
の
巨
木
が
地
域
住
民
に
ご
神
木
な
ど
と
し
て
、
如
何
に

大
切
に
さ
れ
て
き
た
か
が
分
か
り
ま
し
た
。
ま
た
牛
久
市
に

住
み
な
が
ら
、
市
内
に
多
く
の
巨
木
が
あ
る
の
を
知
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
今
回
の
撮
影
活
動
を
通
し
て
い
ろ
い
ろ
の
こ
と

を
知
り
、
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。
そ
し
て
今
回
の
巨
木
リ

サ
ー
チ
活
動
で
調
査
や
撮
影
に
関
わ
っ
た
各
グ
ル
ー
プ
の

方
々
と
知
り
合
え
た
こ
と
が
と
て
も
有
意
義
で
し
た
。 

（
写
真 

(

一)

写
真
グ
ル
ー
プ
の
撮
影
風
景
、
撮
影
者
：
渡

辺
泰
、
撮
影
場
所
・
期
日
：
柏
田
町
宮
本
氏No

.5

ス
ダ
ジ
イ
・

H
18
.1
1.
5

。(

二)

新
葉
萌
芽
前
の
「
市
民
の
木
」N

o.2

エ
ノ

キ
、
撮
影
者
：
戸
塚
昌
宏
、
撮
影
場
所
・
期
日
：
東
猯
穴
町

八
幡
神
社
・H1

8.
4.
26

。
） 

 

                             

巨
木
リ
サ
ー
チ
活
動
報
告 

戸
塚 

 

市民の木撮影風景 市民の木Ｎｏ．２ 



  

『
城
中
町
の
ス
ダ
ジ
イ
』 

毎
月
「
巨
木
・
古
木
・
希
少
木
リ
サ
ー
チ
」
の
対
象
に
な

っ
た
地
域
の
銘
木
を
お
伝
え
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
巨
木
リ
サ
ー
チ
：
総
務
） 

樹 

高 

１
５
ｍ 

幹 

周 

４
．
０
ｍ 

樹 

齢 

推
定
四
０
０
年 

所
在
地 

牛
久
市
城
中
町
二
六
八
九
（
小
川
氏
所
有
） 

 

関
東
地
方
以
西
の
暖
地
に
自
生
す
る
常
緑
の
高
木
で
す
。

樹
皮
は
裂
け
て
い
て
小
枝
が
太
い
の
が
特
徴
で
、
こ
の
付
近

の
雑
木
林
に
は
た
く
さ
ん
生
育
し
て
お
り
、
シ
イ
と
い
う
名

で
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
辺
り
は
、
か
つ
て
牛
久
藩
の
陣
屋(

1
619

年
〜1

8
71

年
）
の
一
部
で
あ
り
、
近
代
日
本
画
壇
の
巨
匠
小
川
芋
銭

(
18
68

年
〜193

8

年
）
も
、
四
季
を
通
し
て
詩
情
豊
か
な
沼

畔
に
望
む
こ
の
地
を
こ
よ
な
＜
愛
し
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
市
民
の
木
」
案
内
板
よ
り 

           

  

里
山
観
察
隊
二
月
の
活
動 

 
 
 
 

日
時 

二
月
十
日
（
第
二
土
曜
日
）
九
時
〜
十
二
時 

 
 
 
 
 
 

集
合 

観
察
の
森
ネ
イ
チ
ャ
－
セ
ン
タ
ー 

 
 
  
  

内
容 

植
物
の
分
け
方
の
基
本
を
知
る
。 

（
植
物
の
分
け
方
の
基
本
を
学
び
ま
す
） 

 
 
 
 

報
告
会 

平
成
１
８
年
度
の
活
動
を
振
り
返
っ
て 

 
 
 
 
 
   

（
観
察
し
た
植
物
な
ど
の
質
問
も
受
け
ま
す
） 

 
  

対
象
者 

里
山
観
察
隊
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
メ
ン
バ
ー 

 

   

牛
久
自
然
観
察
の
森
受
託
事
業 

 

平
成
十
九
年
度
指
定
管
理
業
務
の
準
備
状
況
に
つ
い
て 

フ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー 

齊
藤
孝 

 
光
の
春
か
ら
立
春
へ
と
、
少
し
ず
つ
新
年
度
が
近
づ
い
て

参
り
ま
し
た
。
今
月
は
次
年
度
の
指
定
管
理
業
務
の
準
備
状

況
に
つ
い
て
報
告
い
た
し
ま
す
。 

当
会
は
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
五
年
間
、
牛
久
自
然
観
察
の
森
の
指
定
管
理

者
と
し
て
管
理
業
務
に
あ
た
る
協
定
を
牛
久
市
と
締
結
し
て

い
ま
す
（
協
定
は
全
十
章
五
十
七
条
項
）
。
こ
の
う
ち
施
設
の

維
持
管
理
業
務
に
つ
い
て
は
「
指
定
管
理
者
の
業
務
内
容
及

び
実
施
基
準
」（
別
刷
二
十
五
ペ
ー
ジ
）
に
基
づ
い
て
業
務
を

実
施
し
て
い
ま
す
が
、
自
然
観
察
会
等
の
主
催
行
事
に
つ
い

て
は
、
年
度
毎
に
牛
久
市
緑
化
推
進
課
に
事
業
実
施
計
画
書

を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
受
託
事
業
は
理
事
会

の
審
議
事
項
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
事
業
計
画
書
は
十
二
月

及
び
一
月
開
催
の
理
事
会
で
の
説
明
、
二
月
の
理
事
会
で
の

了
承
を
経
て
、
三
月
上
旬
に
牛
久
市
へ
提
出
の
見
込
み
で
す
。

新
年
度
の
行
事
や
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
、
今
後
こ
の
欄
で

も
紹
介
し
て
参
り
ま
す
が
、
前
述
の
協
定
書
や
実
施
基
準
同

様
、
事
業
計
画
書
も
ネ
イ
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
で
閲
覧
す
る
事

が
で
き
ま
す
の
で
、
担
当(

齊
藤)

ま
で
気
軽
に
声
を
お
掛
け

く
だ
さ
い
。 

 

【
ご
報
告
】
一
月
十
日
、
依
田
武
則
さ
ん
（
元
観
察
の
森
レ

ン
ジ
ャ
ー
）
が
青
年
海
外
協
力
隊
隊
員
と
し
て
チ
リ
に
出
発

さ
れ
ま
し
た
。
派
遣
は
環
境
教
育
担
当
の
隊
員
と
し
て
二
年

間
、
チ
リ
か
ら
の
便
り
を
定
期
的
に
送
っ
て
下
さ
る
と
の
事

で
す
。 

   

一
．
巨
木
資
料
展
の
お
知
ら
せ 

巨
木
・
古
木
リ
サ
ー
チ
事
業
で
は
、
牛
久
市
と
共
催 

で
平
成
十
八
年
度
活
動
資
料
展
を
開
催
し
ま
す
。
皆
さ
ま

の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

・
日 

時 

平
成
十
九
年
三
月
三
日
（
土
）
〜
四
日
（
日
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

午
前
十
時
〜
午
後
四
時 

・
会 

場 

牛
久
市
中
央
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
大
講
座
室 

・
内 

容 

平
成
十
八
年
度
の
調
査
活
動
記
録 

 
 
 
 

計
測
デ
ー
タ
・
市
民
の
木
三
十
六
枚
の
写
真
・
聞
き

取
り
歴
史
調
査
資
料
の
展
示 

 

二
．
牛
久
市
住
宅
地
図
を
購
入
し
ま
し
た 

標
記
の
地
図
を
購
入
し
ま
し
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
ご

利
用
の
際
は
、
事
務
局
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。（
個
人
と

し
て
の
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。
） 

里
山
観
察
隊
活
動
案
内 

 

高
野 

森
か
ら
の
お
知
ら
せ 

一
月
の
運
営
会
議
か
ら 

今
月
の
巨
木 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

簡 

 撮影 臼井 英雄 



※活動日は都合により変更になる場合がありますので，ホームページ等でご確認ください。

1 2 3
○アヤメ園（受）

　8:00アヤメ園Ｐ

4 5 （休園日） 6 7 8 9 10
○巨木古木ﾘｻｰﾁ(受 ○アヤメ園（受） ○アヤメ園（受） ○雑木林畑隊 ○雑木林応援隊

　9:00市役所玄関 　8:00アヤメ園Ｐ 　8:00アヤメ園Ｐ 　13:00観察舎畑 　9:00炭小屋

○里山観察隊

　9:00NC

（会報等原稿〆切）

11 12 13 （休園日） 14 （休園日） 15 16 17
○雑木林応援隊 ○アヤメ園（受） ○アヤメ園（受） ○ありんこクラブ ○巨木古木ﾘｻｰﾁ(受

　9:00ムジナ 　8:00アヤメ園Ｐ 　8:00アヤメ園Ｐ 　13:00NC 　9:00NC

○雑木林畑隊

　13:00畑

18 19 （休園日） 20 21 22 23 24
○運営委員会9:00NC○アヤメ園（受） ○アヤメ園（受） ○雑木林畑隊

○理事会11:00NC 　8:00アヤメ園Ｐ 　8:00アヤメ園Ｐ 　13:00観察舎畑

○広報11:00NC

25 26 （休園日） 27 28
○雑木林応援隊 ○アヤメ園（受） ○巨木古木ﾘｻｰﾁ(受 ○雑木林畑隊

　9:00炭小屋 　8:00アヤメ園Ｐ 　市連絡会 　13:00畑

　9:30市会議室

○会報発送

　13:00NC

森：観察の森，　NC：観察の森ネイチャーセンター，　（受）：受託事業，　Ｐ：駐車場，　（休園日）：観察の森休園日

2月の里山カレンダー

日 月 火 水 木 金 土

 

三
．
牛
久
市
社
会
福
祉
協
議
会
創
立
五
十
周
年
記

念
協
賛
バ
ザ
ー
参
加
の
件 

里
山
の
会
で
は
、
ゆ
め
ま
ち
ネ
ッ
ト

の
ブ
ー
ス
に
参
加
し
ま
す
。
皆
様
お
誘

い
合
わ
せ
の
う
え
ご
来
場
く
だ
さ
い
。 

・
日 

時 

平
成
十
九
年
二
月
十
二
日
（
月
） 

午
後
一
時
〜
午
後
四
時 

＊
午
後
十
二
時
三
０
分
よ
り
開
場 

・
会 

場 

牛
久
市
中
央
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー 

文
化
ホ
ー
ル
・
多
目
的
ホ
ー
ル 

・
内 

容 

牛
久
市
社
協
沿
革
、
顕
彰 

坪
内
ミ
キ
子
氏
（
女
優
）・
福
留
強
氏
（
聖

徳
大
学
教
授
）
に
よ
る
対
談 

親
子
ピ
ア
ノ
コ
ン
サ
ー
ト 

（
有
馬
由
希
子
氏
） 

バ
ザ
ー
、
市
民
活
動
紹
介
な
ど
。 

 

四
．
会
報
原
稿
の
写
真
コ
メ
ン
ト
、
原
稿
執
筆
者 

名
記
入
の
お
願
い
。 

会
員
の
皆
さ
ま
に
は
い
つ
も
た
く
さ
ん
の
原

稿
・
写
真
を
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
広
報
委
員
会
で
は
、
こ
れ
か
ら
も
わ
か
り
や

す
く
、
見
や
す
い
会
報
を
作
る
た
め
に
努
力
を
重

ね
て
参
り
ま
す
。
皆
さ
ま
の
原
稿
や
写
真
も
、
執

筆
者
名
や
撮
影
者
・
写
真
の
コ
メ
ン
ト
・
写
真
の

題
名
な
ど
を
記
入
し

て
い
た
だ
け
る
と
、
と

て
も
あ
り
が
た
い
で

す
。
よ
ろ
し
け
れ
ば
、

ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            編集後記 
 「鬼は外！福は内！」 

 みなさんの家では、節分の豆まきなどされるのでしょうか？ 

私が子供の頃(約３０年前)は、私の家でもよく豆まきをしましたが、最近では全くやらなくなりました。

家を祓い清めて、立春を迎えようという意味があるのでしょう。 

春先になってくると、なんとなく花粉で鼻がムズムズしてきますが、実は、つくしを食べると花粉症の症

状が軽減するそうです。今年は試しに私も食べてみようかな？と思っています。 

                         記 安村

会報さとやま ２００７年１月号（発行・ＮＰＯ法人うしく里山の会） 

事務局 300-1212 茨城県牛久市結束町４８９－１ （牛久自然観察の森内） 電話０２９－８７４－６６００ 

次号（２００７年３月号）の印刷発行は２月２７日午後１時を予定しています。お手伝いいただける

方を随時募集してます！編集担当者にご連絡ください。よろしくお願いします。 


