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やり直しのきかない　誰にも代るもののない　今日一日 （伊奈  教雄）

　

新
年
を
迎
え
皆
様
に
は
益
々
ご
清
祥
の
こ

と
と
、
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。
本
年
も
ど

う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
も
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
下

で
、
非
常
事
態
宣
言
の
発
令
等
に
よ
り
、
移

動
の
自
粛
、
集
会
を
と
も
な
う
仏
事
や
会
合
、

研
修
等
の
形
態
を
制
限
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ

と
で
あ
り
ま
し
た
。
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
も
進

み
ま
し
た
が
、
ま
た
新
た
な
変
異
オ
ミ
ク
ロ

ン
株
が
発
生
す
る
な
ど
、
今
後
も
あ
ら
ゆ
る

場
所
に
於
い
て
マ
ス
ク
着
用
で
の
不
安
な
生

活
は
続
い
て
い
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
昨
年
C
O
P
26
「
国
連
気
候
変
動

枠
組
条
約
」
の
会
議
が
英
国
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン

ド
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
年
々
上
昇
の
止

ま
ら
ぬ
地
球
の
温
度
、
そ
れ
に
伴
い
激
し
さ

を
増
す
自
然
災
害
、
北
極
な
ど
の
氷
河
が
溶

け
る
こ
と
に
よ
る
海
面
の
上
昇
、
熱
波
に
よ

る
森
林
破
壊
な
ど
、
数
々
の
現
象
に
よ
っ
て

地
球
上
に
生
息
す
る
す
べ
て
の
生
き
物
の
生

存
を
脅
か
せ
て
い
ま
す
。
地
球
温
暖
化
の
原

因
と
な
っ
て
い
る
二
酸
化
炭
素
や
メ
タ
ン
な

ど
「
温
室
効
果
ガ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
排
出
を
、

ど
れ
だ
け
減
少
さ
せ
ら
れ
る
か
が
、
根
本
的

な
カ
ギ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
南
米
ア
マ
ゾ
ン
で
は
、
熱
帯
雨
林
破

壊
が
止
ま
ら
ず
、
巨
大
な
森
林
が
地
球
の
二

酸
化
炭
素
を
吸
収
し
「
世
界
の
肺
」
と
呼
ば

れ
て
き
た
も
の
が
、
日
本
の
十
五
倍
を
超
え

る
面
積
は
二
〇
％
減
り
、
大
豆
を
は
じ
め
と

す
る
農
地
転
用
に
ブ
ラ
ジ
ル
の
ア
マ
ゾ
ン
開

発
に
よ
る
「
利
益
優
先
」
が
森
林
伐
採
を
加

速
さ
せ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

　

私
達
は
便
利
で
快
適
な
生
活
を
追
い
求
め

た
結
果
地
球
を
汚
染
し
、
同
時
に
い
の
ち
を

脅
か
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
便
利
に
な
れ

ば
な
る
ほ
ど
忙
し
く
、
快
適
に
な
れ
ば
な
る

ほ
ど
当
た
り
前
の
生
活
は
、
犠
牲
を
伴
う
痛

み
や
悲
し
み
、
ま
し
て
感
謝
の
心
も
あ
り
ま

せ
ん
。

　

四
年
前
の
胆
振
東
部
地
震
の
災
害
で
は
、

多
く
の
犠
牲
と
災
害
、
さ
ら
に
は
全
道
的
に

停
電
と
な
り
、
わ
ず
か
数
日
と
は
ゆ
え
、
電

気
の
な
い
大
変
不
便
な
生
活
を
思
い
知
ら
さ

れ
ま
し
た
。

　

さ
て『
正
信
偈
』に
は﹇
五
濁
悪
時
群
生
海
﹈

と
親
鸞
聖
人
の
時
代
も
﹇
五
濁
の
悪
時
﹈
と

押
さ
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
現
代
社
会
に

お
い
て
も
益
々
深
刻
な
問
題
に
、
眼
を
背
け

る
事
が
で
き
な
い
﹇
五
濁
の
悪
時
﹈
な
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
地
球
温
暖
化
だ
け
で
は
な
い
、

核
の
ゴ
ミ
、
原
子
力
、
疫
病
、
内
紛
、
戦
争
、

飢
餓
と
い
っ
た
、
現
代
か
ら
未
来
に
向
け
て
、

い
の
ち
の
生
存
も
益
々
脅
か
さ
せ
て
い
ま
す
。

　

五
濁
悪
時
の
最
初
の
濁
り
は
﹇
劫
濁
﹈
と

い
う
、
ま
さ
し
く
前
述
し
た
私
達
人
間
が
引

き
起
こ
し
て
き
た
、
現
代
社
会
の
時
の
濁
り

な
の
で
あ
り
ま
す
。

　
『
正
像
末
和
讃
』
に
は
﹇
五
濁
悪
世
の
衆

生
の　

選
択
本
願
信
ず
れ
ば　

不
可
称
不
可

説
不
可
思
議
の　

功
徳
は
行
者
の
身
に
み
て

り
﹈
と
聖
人
は
御
和
讃
に
記
さ
れ
、
そ
の
五

濁
悪
世
の
衆
生
は
ま
た
『
御
文
』
に
、﹇
五
濁

悪
世
の
衆
生
と
い
う
は
、
一
切
我
等
女
人
悪

人
の
事
な
り
。﹈（
五
―
六
）
と
一
切
衆
生
悪

人
の
今
を
生
き
る
わ
れ
ら
の
こ
と
な
の
で
あ

る
。
し
か
し
ま
た
本
当
に
愁
い
悩
む
こ
と
な

く
、
自
ら
を
問
い
返
す
こ
と
も
な
く
、
自
ら

の
欲
望
の
ま
ま
に
生
き
て
い
る
の
が
現
実
で

あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
周
り
に
ど
う
よ
う
な
影
響
が

あ
ろ
う
と
も
関
係
な
い
、
未
来
に
ツ
ケ
を
残

し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
刹
那
的
な
生
き

方
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
﹇
選
択
本
願
信
ず
れ
ば
﹈
と
選
び
取
ら
れ

た
本
願
念
仏
は
、
親
鸞
聖
人
が
勧
め
て
下
さ

る
称
名
念
仏
に
聞
く
身
を
賜
っ
て
、
世
の
悲

し
い
現
実
と
、
我
が
身
の
罪
業
性
を
問
わ
れ

続
け
て
い
く
歩
み
が
浄
土
真
宗
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。

　

今
後
は
脱
炭
素
社
会
に
向
け
て
は
、
非
常

に
困
難
な
目
標
で
あ
る
が
、
今
一
度
、
身
土

不
二
の
い
の
ち
の
大
地
に
と
ど
ま
っ
て
、
浄

土
を
建
立
さ
れ
た
如
来
の
本
願
に
尋
ね
な
が

ら
、
愈
々
人
間
を
深
く
見
つ
め
直
す
歩
み
と

し
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

本
年
も
ど
う
ぞ
別
院
に
足
を
お
運
び
、
お

参
り
下
さ
る
よ
う
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

謹 

賀 

新 

年

　

代
表
役
員

　
　

太
田　

法
生

　

責
任
役
員

　

○
金
倉　

泰
賢

　
　

新
谷
龍
一
郎

　
　

佐
古　

光
臣

　
　

荒
井　

保
明

　

常 

議 

員

　

○
両
瀨　
　

渉　
　

○
加
藤　
　

亨

　
　

諏
訪　

宣
雄　
　
　

塚
本　

信
樹

　
　

脇
坂　

慎
一　
　
　

生
駒　

雅
彦

　
　

木
下　

雅
之　
　
　

田
中　

祥
子

　
　

熊
崎　

智
浩　
　
　

福
本　
　

清

　

院
議
会
議
員

　

○
相
河　

孔
輝　
　

○
藤
岡　

明
良

　

○
旭　
　

正
依　
　

○
松
澤　

正
樹

　

○
桂　
　
　

励　
　

○
渡
辺　

仁
海

　

○
宗
隆　

教
信　
　

○
吉
田　

幸
麿

　
　

新
田　
　

守　
　
　

小
澤　
　

聡

　
　

佐
藤　

英
行　
　
　

尾
田　

泰
一

　
　

川
合
ト
ミ
エ　
　
　

荒
木　

靖
人

　
　

向
井　

敏
純　
　
　

薮
越
百
合
子

　
　

屋
敷　

桂
子　
　
　

武
藤　
　

満

　
　

野
村　

幸
夫　
　
　

安
藤　

信
幸

　
　

木
津　
　

勝　
　
　

橋
本　

悦
朗

　
　

鈴
木　

康
弘　
　
　

三
上　

定
子

　
　

池
田　

由
恵

　

監　

事

　
　

梶　
　

勝
洋　
　
　

小
城　

公
明

　

本
年
も
ど
う
ぞ
宜
し
く

　
　
　
　
　

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
順
不
同
・
○
印　

崇
敬
寺
院
御
住
職
）

ご
あ
い
さ
つ

真
宗
大
谷
派
旭
川
別
院 

責
任
役
員

佐　

古　

光　

臣

　

令
和
四
年
の
新
年
を
迎
え
、明
け
ま
し
て
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

昨
年
は
、コ
ロ
ナ
渦
が
収
ま
り
つ
つ
あ
る
中

で
は
あ
り
ま
す
が
、太
田
法
生
輪
番
の
も
と
、

報
恩
講
が
勤
ま
り
ま
し
た
こ
と
は
、ご
門
徒
の

仏
法
相
続
護
持
の
思
い
が
結
集
さ
れ
た
も
の

と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、本
山
で
は
行
財
政
改
革
と
し
て
、各

教
区
へ
の
助
成
金
・
交
付
金
の
減
額
措
置
が
発

表
さ
れ
ま
し
た
、教
区
の
教
化
原
資
を
独
自
性

を
も
っ
て
賄
え
と
の
こ
と
で
す
。そ
う
な
り
ま

す
と
当
然
地
方
及
び
各
寺
院
の
教
化
費
が
不

足
し
ま
す
、真
宗
門
徒
に
精
神
的
な
支
え
は
惜

し
ま
な
い
が
資
金
は
自
ら
調
達
せ
よ
と
言
わ

れ
て
い
る
気
が
し
ま
す(

私
見
で
す
が)

。

　

ま
た
今
年
は
、五
年
ご
と
の
全
国
門
徒
戸
数

調
査「
第
四
回
」が
開
始
さ
れ
ま
す
。常
々
宗
教

意
識
の
希
薄
化
や
寺
離
れ
、過
疎
に
よ
る
門
徒

の
減
少
は
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、前
回
の

第
三
回
の
調
査
で
都
市
部
を
抱
え
る
教
区
で

こ
の
傾
向
が
顕
著
だ
っ
た
こ
と
は
、調
査
へ
の

不
審
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
と
、北
海
道
教
区

会「
桂
井
議
長
」が
申
し
て
い
ま
す
。調
査
は
公

平
・
公
正
・
透
明
性
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
、北
海

道
は
三
年
ご
と
に
独
自
の
調
査
を
基
に
正
確

な
報
告
を
行
っ
て
来
ま
し
た
。何
故
こ
の
こ
と

を
く
ど
く
ど
申
し
ま
す
の
は
、今
回
の
調
査
結

果
を
、本
山
経
費
の
依
頼(

本
山
ご
依
頼
額
と

申
し
ま
す)

に
十
割
使
用
し
た
金
額
を
各
教
区

に
依
頼
し
て
く
る
か
ら
で
す
。

　

真
宗
大
谷
派
教
団
で
は
、宗
祖
親
鸞
聖
人
生

誕
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法
要

が
近
づ
い
て
い
ま
す
、お
待
ち
受
け
上
山
や
、

団
体
参
拝
が
旭
川
別
院
で
も
募
集
さ
れ
る
と

思
い
ま
す
、是
非
京
都
真
宗
本
廟
参
拝
に
期
待

し
て
い
ま
す
。

　

年
頭
に
あ
た
り
明
る
い
話
に
は
な
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、皆
様
に
は
今
年
も
良
い
年
で
あ

り
ま
す
よ
う
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

合
掌



　

毎
年
、
年
始
に
開
催
を
し
て
お
り
ま

し
た
別
院
門
徒
新
年
会
で
す
が
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
懸
念
さ
れ
る

状
況
を
鑑
み
て
、
昨

年
に
引
き
続
き
本
年

も
や
む
な
く
中
止
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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法
座
・
行
事
案
内
予
定

法
座
・
行
事
案
内
予
定

　
１
月

元
旦　

午
前
零
時　

修
正
会

15
日　

午
後
７
時　

壮
年
の
集
い

16
日　

午
後
１
時　

同
朋
の
会

17
日　

午
前
11
時　

群
萌
の
会

18
日　

午
後
１
時　

婦
人
会

25
日　

午
後
１
時
30
分　

あ
ゆ
み
会

　
２
月

１
日　

午
後
７
時　

公
開
学
習
会

７
日　

午
後
１
時　

群
萌
の
会

13
日　

午
後
１
時　

初
心
の
集
い

16
日　

午
後
１
時　

同
朋
の
会

18
日　

午
後
１
時　

婦
人
会

19
日　

午
後
７
時　

壮
年
の
集
い

28
日　

午
後
１
時　

定
例
法
座

随
時　

午
後
１
時
30
分　

あ
ゆ
み
会

　
３
月

１
日　

午
後
７
時　

公
開
学
習
会

７
日　

午
後
１
時　

群
萌
の
会

８
日　

午
後
１
時　

マ
ヤ
の
会

13
日　

午
後
１
時　

初
心
の
集
い

16
日　

午
後
１
時　

同
朋
の
会

18
日　

午
前
11
時　

婦
人
会
幹
事
会

19
日　

午
後
７
時　

壮
年
の
集
い

20
日
〜
22
日　

午
後
１
時　

春
季
彼
岸
会

随
時　

午
後
１
時
30
分　

あ
ゆ
み
会

※
コ
ロ
ナ
感
染
状
況
に
よ
り
、
行
事
の
変
更

　

も
あ
り
ま
す
。
ご
了
承
下
さ
い
。

列
座

列
座

列
座

列
座

列
座

畠
山　

明
光 

師
列
座

輪
番
・
列
座

列
座

列
座

列
座

松
澤　

正
樹 

師
列
座

畠
山　

明
光 

師
列
座

列
座

輪
番
・
列
座

列
座

列
座

列
座

新
保　

宗
之 

師
列
座

見
て
ご
ざ
る
④

蘭
越
町 

光
福
寺
住
職

金
　
石
　
晃
　
陽

　

親
鸞
は
父
母
の
孝
養
の
た
め
と
て
、一
辺
に
て
も
念

仏
も
う
し
た
る
こ
と
、い
ま
だ
そ
う
ら
わ
ず

　

こ
の
一
文
は
、『
歎
異
抄
』第
五
章
の
冒
頭
の
言
葉
で

す
。意
味
は「
こ
の
親
鸞
は
、亡
き
父
母
の
追
善
供
養

の
た
め
に
、一
度
た
り
と
も
念
仏
申
し
た
こ
と
は
、未

だ
か
つ
て
あ
り
ま
せ
ん
」で
す
。初
め
て
聞
く
人
に
は
、

驚
く
べ
き
言
葉
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。中
に
は
、親

鸞
と
い
う
人
は
、何
と
冷
た
い
、冷
厳
な
人
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し
、幼
く
し
て

両
親
と
別
れ
ら
れ
た
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
、亡
き
父

母
へ
の
思
い
は
、ど
れ
ほ
ど
強
か
っ
た
こ
と
で
し
ょ

う
。著
作
の
中
に
も「
釈
迦
弥
陀
は
慈
悲
の
父
母
」（
釈

尊
と
阿
弥
陀
仏
は
、慈
悲
の
父
と
母
で
あ
る
）と
か
、

「
聖
徳
太
子
は
、仏
法
に
導
い
て
く
だ
さ
っ
た
父
母
の

よ
う
で
あ
る
」と
も
讃
え
て
い
ま
す
。

　

こ
の「
親
鸞
は
父
母
の
孝
養
の
た
め
と
て
、一
辺
に

て
も
念
仏
も
う
し
た
る
こ
と
、い
ま
だ
そ
う
ら
わ
ず
」

の
お
心
と
は
、何
で
し
ょ
う
か
。こ
の
一
文
は
、亡
き
人

は
、私
に
と
っ
て
、ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
。亡
く

な
っ
て
、今
ど
こ
に
い
る
の
か
。親
鸞
聖
人
が
語
ら
れ

る
念
仏
と
は
、一
体
何
な
の
か
を
端
的
に
教
え
て
く
だ

さ
る
言
葉
で
す
。

　
「
亡
き
人
」の
言
葉
に
は
、二
つ
の
内
容
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。一
つ
は「
諸
仏
」、親
鸞
聖
人
は
、亡
き
人
を
諸

仏
と
仰
い
で
い
か
れ
ま
し
た
。諸
仏
と
は
、迷
い
を
超

え
、こ
の
私
を
導
い
て
く
だ
さ
る
、こ
れ
が
諸
仏
で
す
。

二
つ
は
、「
霊
」、つ
ま
り
迷
っ
て
い
る
、さ
迷
っ
て
い
る

も
の
で
す
。こ
の
二
つ
目
が
、今
日
一
般
の
理
解
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。皆
さ
ん
は
、こ
の
よ
う
な
言
葉
を

耳
に
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。例
え
ば
、出
棺
の

折「
ば
あ
ち
ゃ
ん
、迷
わ
ん
で
よ
」と
か
、「
じ
い
ち
ゃ

ん
、迷
わ
ん
で
、い
い
と
こ
行
く
ん
だ
よ
」。き
っ
と
、

言
っ
て
い
る
本
人
も
、ま
た
黙
っ
て
頷
い
て
い
る
人

も
、亡
き
人
は
迷
っ
て
い
る
、と
考
え
て
い
る
。だ
か

ら
、「
迷
わ
ん
で
、い
い
と
こ
行
く
ん
だ
よ
」と
な
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。私
た
ち
が
、亡
き
人
を「
仏
さ

ま
」と
言
っ
て
も
、中
身
は「
霊
」な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　

こ
の
第
五
章
の
冒
頭
の
一
文
の
背
景
に
は
、こ
の
よ

う
な
理
解
や
疑
問
を
も
つ
人
が
今
と
同
じ
く
、当
時

大
勢
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。だ
か
ら
こ
そ
、親
鸞

聖
人
は
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。亡
き
人
は
、迷
っ
て
い

る
。暗
く
て
ひ
ど
い
所
へ
行
っ
て
、迷
い
苦
し
ん
で
い

る
。だ
か
ら
こ
そ
、念
仏
し
て
、そ
の
念
仏
し
た
善
根

功
徳
を
振
り
向
け
て
、亡
き
人
を
、少
し
で
も
い
い
所

へ
行
っ
て
、幸
せ
に
な
っ
て
ほ
し
い
。そ
の
よ
う
な
意

味
で
、親
鸞
は「
一
辺
に
て
も
念
仏
も
う
し
た
る
こ
と
、

い
ま
だ
そ
う
ら
わ
ず
」と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。迷
っ

て
、苦
し
ん
で
い
る
の
は
、誰
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。他

で
は
な
い
、私
の
こ
と
で
す
。

　

仏
教
で
は
、迷
い
の
世
界（
境
界
）を「
三
悪
道
」と

教
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
。「
三
悪
道
」と
は
、死
後
の
、ど

こ
か
に
あ
る
世
界
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。私
た
ち
一
人
ひ

と
り
の
煩
悩
が
作
り
出
す
世
界
で
す
。限
り
な
い
煩

惱
そ
の
も
の
の
私
自
身
で
す
が
、特
に「
三
毒
の
煩
悩
」

と
言
い
ま
し
て
、「
貪
欲
・
瞋
恚
・
愚
痴
」を
指
し
ま
す
。

「
貪
欲
」、限
り
な
い
欲
が
、「
餓
鬼
」を
作
り
ま
す
。欲

は「
欲
し
い
」。あ
れ
も
欲
し
い
、こ
れ
も
欲
し
い
。ま
だ

物
に
向
か
っ
て
い
る
の
は
よ
い
の
で
す
が
、こ
れ
が
人

に
向
か
う
と
厄
介
で
す
。あ
の
人
に
は
、あ
あ
な
っ
て

欲
し
い
、こ
の
人
に
は
、こ
う
な
っ
て
欲
し
い
。な
に
も

か
も
全
部
自
分
の
思
い
通
り
に
な
っ
て
欲
し
い
。し
か

し
、思
い
通
り
に
な
ら
な
い
。そ
の
結
果「
イ
ラ
イ
ラ
、

イ
ラ
イ
ラ
」。

　
「
瞋
恚
」（
怒
り
・
腹
立
ち
）が
、「
地
獄
」を
作
り
ま
す
。

今
で
言
う
と
、「
キ
レ
ル
、カ
ッ―

」と
な
る
。親
子
間
で

「
カ
ッ―

」と
な
る
と
親
子
げ
ん
か
、夫
婦
間
で「
カ
ッ

ト―

」な
る
と
夫
婦
げ
ん
か
、国
家
間
で
、お
互
い
に

「
カ
ッ―

」な
る
と
紛
争
や
戦
争
に
発
展
し
て
し
ま
い

ま
す
。「
畜
生
」は
、愚
痴
の
心
で
す
。ど
う
し
て
私
だ
け

が
、こ
の
よ
う
な
目
に
遭
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ

う
。何
で
私
だ
け
が
。「
ク
ヨ
ク
ヨ
、ク
ヨ
ク
ヨ
」。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が
始
ま
っ
て
、

も
う
す
ぐ
二
年
に
な
り
ま
す
。こ
の
間
、い
か
が
だ
っ

た
で
し
ょ
う
か
。何
度
も
緊
急
事
態
宣
言
や
蔓
延
防

止
の
た
め
営
業
停
止
や
時
短
要
求
。か
け
が
え
の
な

い
お
寺
の
行
事
や
法
座
も
休
止
や
延
期
、そ
し
て
縮

小
。か
わ
い
そ
う
な
の
は
子
供
た
ち
で
す
。学
校
も
休

校
、様
々
な
行
事
も
中
止
や
延
期
。「
ス
テ
イ
ホ
ー
ム
」

家
で
じ
っ
と
し
て
お
け
、外
に
出
る
な
。友
達
に
も
会

え
な
い
、一
緒
に
遊
べ
な
い
。大
人
も
子
供
も
み
ん
な
、

「
イ
ラ
イ
ラ
、ク
ヨ
ク
ヨ
、カ
ッ―

」、日
本
だ
け
で
は
な

い
、世
界
中
が
自
分
で
も
気
づ
か
な
い
、深
い
迷
い
の

世
界
、「
三
悪
道
」を
、コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
、私
た
ち
に

具
体
的
に
知
ら
せ
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。

　

そ
れ
で
は
、「
父
母
の
孝
養
」と
は
、一
体
何
で
し
ょ

う
か
。今
で
い
う
な
ら「
親
孝
行
」と
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
。普
通
に
親
孝
行
と
い
え
ば
、何
か
の
記
念
日
に
プ

レ
ゼ
ン
ト
を
し
た
り
、温
泉
旅
行
に
連
れ
て
行
っ
た
り

す
る
こ
と
で
し
ょ
う
が
、一
番
の
親
孝
行
と
は
、親
に

心
配
を
か
け
な
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。同

じ
よ
う
に
、亡
き
親
へ
の
孝
養
と
は
、親
に
心
配
を
か

け
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。亡
き
親
は
、私
の
何
を

心
配
し
て
い
る
の
か
。迷
い
の
世
界
に
沈
み
、そ
の
こ

と
に
全
く
気
が
つ
か
な
い
私
で
あ
る
か
ら
こ
そ
で
す
。

私
を
心
配
し
て
く
れ
る
、そ
れ
が「
諸
仏
」で
す
。

　

今
年
は
、父
が
亡
く
な
っ
て
二
十
五
年
に
な
り
ま

す
が
、亡
く
な
っ
た
当
時
、私
は
、何
人
か
か
ら
お
叱
り

を
受
け
ま
し
た
。「
亡
き
前
住
職
さ
ん
は
、お
浄
土
に

帰
ら
れ
、仏
さ
ま
と
な
っ
て
、お
浄
土
か
ら
、私
た
ち
を

見
守
っ
て
い
て
く
だ
さ
る
」と
の
言
葉
に
、私
は
、「
父

は
、浄
土
に
は
い
な
い
」と
。「
で
は
、ど
こ
に
い
る
の
で

す
か
」。「
父
は
、三
悪
道
に
い
ま
す
」。「
大
事
な
前
住
職

さ
ん
が
三
悪
道
に
い
る
と
は
何
事
で
す
か
」。「
い
や
、

父
は
、間
違
い
な
く
三
悪
道
に
い
ま
す
。な
ぜ
な
ら
、こ

の
私
が
三
悪
道
に
し
か
生
き
て
い
な
い
か
ら
で
す
」

と
。亡
き
人
は
私
の
後
ろ
に
い
る
。西（
浄
土
）に
至
っ

た
ら
、東
に
回
る
。東
の
ど
こ
ま
で
回
る
の
か
、三
悪
道

を
生
き
る
私
の
後
ろ
ま
で
回
っ
て
、「
こ
の
道
を
往
け
。

ど
う
か
、本
願
に
目
覚
め
、念
仏
申
し
て
、浄
土
を
願

う
身
に
な
っ
て
ほ
し
い
」と
背
中
を
押
し
、呼
び
か
け

続
け
て
い
て
く
れ
ま
す
。今
も
な
お
。　　
　

    （
完
）

イ
ラ
イ
ラ
・
ク
ヨ
ク
ヨ
、カ
ッ―

亡
き
人
は
、今
ど
こ
に

　

彼
岸
と
は
、
覚
り
の
世
界
「
浄
土
」
と
い
う
意
味
で
す
。
古
来
よ
り
日
本
で
は
、
春
秋

の
太
陽
が
真
東
か
ら
真
西
に
沈
む
す
が
た
を
見
て
浄
土
を
想
う
と
い
う
中
国
か
ら
の
伝
統

を
受
け
継
ぎ
「
彼
岸
会
」
と
い
う
仏
教
行
事
を
営
ん
で
き
ま
し
た
。
本
願
寺
第
八
代
の
蓮

如
上
人
は
、
春
秋
彼
岸
を
「
昼
夜
の
長
短
な
く
し
て
、
暑
か
ら
ず
寒
か
ら
ず
（
中
略
）
仏

法
修
行
の
よ
き
節
」
だ
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

亡
き
人
を
偲
ぶ
事
を
通
し
て
、
亡
き
人
と
出
遇
い
な
お
し
、
そ
し
て
自
分
自
身
の
帰
す

べ
き
と
こ
ろ
を
定
め
よ
と
呼
び
か
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
是
非
と
も
お
参
り
下
さ
い
ま
す
よ

う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　

日
　
時　
令
和
四
年
三
月
二
十
日
〜
二
十
二
日　

午
後
一
時
よ
り

　

講
　
師　
不
退
寺
住
職
（
苫
小
牧
市
）　

新
保　

宗
之 
師

春
季
彼
岸
会
令
和
四
年
　
三
月
二
十
日
〜
二
十
二
日

身
近
な
仏
事
と
輪
番
連
続
講
話
　
年
八
回

　

令
和
四
年
四
月
よ
り
前
半
列
座
・
後
半
輪
番
の
お
話
を
中
心
に
開
講
し
ま
す
。
初
め
て

お
寺
に
か
か
わ
り
を
持
た
れ
る
方
、
是
非
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

記

　

日
　
時　
毎
月
十
三
日

　
　
　
　
　

午
後
一
時
〜
三
時
（
六
月
・
八
月
・
十
一
月
・一
月
は
お
休
み
）

　

場
　
所　
旭
川
別
院
本
堂
（
冬
期
は
一
階
広
間
に
な
る
場
合
あ
り
）

　

内
　
容　
お
経
の
練
習
・
お
内
仏
の
お
給
仕
・
お
釈
迦
様
、
親
鸞
様

　
　
　
　
　

の
教
え
等
、
輪
番
の
お
話

　

持
ち
物　
念
珠
・
勤
行
本
（
貸
し
出
し
可
）

※

会
員
制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　
（
す
べ
て
無
料
で
す
）

門
徒
新
年
会
中
止
の
お
知
ら
せ

門
徒
新
年
会
中
止
の
お
知
ら
せ

初
心
の
集
い
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冬
を
迎
え
、雪
が
降
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
季
節
に
な
る
と
思
い
起
こ
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

四
年
前
の
初
冬
、お
寺
に
一
台
の
ホ
イ
ー

ル
ロ
ー
ダ
ー（
除
雪
車
）が
や
っ
て
き
ま
し

た
。そ
れ
は
ひ
と
り
の
ご
門
徒
か
ら
、「
お
寺

の
た
め
に
使
っ
て
く
だ
さ
い
」と
多
額
の
寄

進
を
い
た
だ
い
た
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

さ
っ
そ
く
役
員
会
が
開
か
れ
、本
堂
の
仏

具
を
揃
え
る
の
か
、他
に
必
要
な
も
の
は
な

い
か
等
、い
た
だ
い
た
寄
進
の
使
途
を
話
し

合
い
ま
し
た
。私
は
仏
具
の
修
繕
・
新
調
を

さ
せ
て
も
ら
え
た
ら
と
心
を
踊
ら
せ
て
い

ま
し
た
が
、話
し
合
い
の
中
で「
冬
期
の
境

内
除
雪
に
、ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
ー
購
入
に
使

わ
せ
て
も
ら
う
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
」と
い

う
ご
意
見
が
あ
り
、満
場
一
致
で
決
ま
り
ま

し
た
。は
た
し
て
誰
が
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
に
な

る
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
き
や
、や
は
り
住
職

の
私
で
し
た
。

　

慣
れ
な
い
除
雪
が
始
ま
り
ま
し
た
。雪
が

多
く
降
っ
た
日
は
、除
雪
に
費
や
す
時
間
も

多
く
な
り
ま
す
。「
ど
う
せ
溶
け
る
雪
な
の

に
」「
こ
の
時
間
が
あ
っ
た
ら
た
く
さ
ん
本

が
読
め
る
の
に
」な
ど
、数
々
の
不
平
不
満

が
頭
を
よ
ぎ
り
続
け
ま
す
。そ
ん
な
冬
の

日
々
を
過
ご
す
中
で
、あ
る
先
生
の
言
葉
を

思
い
出
し
ま
し
た
。

　
「
お
寺
は
聞
法
道
場
で
す
。」

　

お
寺
は
本
堂
と
い
う
建
物
に
限
ら
ず
境

内
も
お
寺
で
あ
り
、そ
こ
は
聞
法
道
場
で
あ

る
、と
あ
ら
た
め
て
い
た
だ
き
な
お
す
こ
と

が
後
押
し
と
な
り
思
い
つ
き
ま
し
た
。そ
れ

は
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
ー
に
小
さ
な
オ
ー

デ
ィ
オ
を
持
ち
込
み
、長
年
録
り
溜
め
て
い

た
先
生
方
の
講
義
録
を
聞
き
な
が
ら
の
除

雪
で
す
。自
ら
の
意
思
で
は
聞
く
こ
と
が
出

来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
ご
法
話
に
、い
ま
出

遇
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　
「
遇
い
が
た
く
し
て
今
遇
う
こ
と
を
得
た

り
。 

聞
き
が
た
く
し
て
す
で
に
聞
く
こ
と

を
得
た
り
。」（『
教
行
信
証
』親
鸞
聖
人
）と
、

宗
祖
は
教
え
に
出
遇
い
聞
く
こ
と
が
で
き

た
こ
と
を
、感
激
を
も
っ
て
受
け
止
め
ら
れ

ま
し
た
。

　

寄
進
し
て
く
だ
さ
っ
た
ご
門
徒
は
亡
く

な
ら
れ
ま
し
た
。「
お
寺
の
た
め
に
」と
願
い

が
込
め
ら
れ
た
寄
進
は
、そ
の
ま
ま「
あ
な

た
の
聞
法
の
た
め
に
」と
、こ
の
私
に
差
し

向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
し
た
。こ
の
私
が
、

は
か
ら
ず
も
教
え
に
出
遇
い
、聞
か
せ
て
い

た
だ
い
て
い
る
こ
の
と
き
が
感
動
的
な
こ

と
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

長
年
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
が
亡
く
な

ら
れ
て
い
き
ま
す
。さ
び
し
い
で
す
。同
時

に
私
に
と
っ
て
亡
き
人
は
、聞
法
に
よ
っ

て
、問
い
返
さ
れ
、教
え
ら
れ
、思
い
知
ら
さ

れ
た
こ
と
を
報
告
で
き
る
人
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
こ
と
が
と
て
も
嬉
し
く
、豊
か
な
世
界

が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

上
川
郡 

風
連
町

佐
々
木
順
道

第
十
三
組 

高
德
寺
住
職

　

昨
年
の
報
恩
講
は
、
一
昨
年
に
引

き
続
き
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
防
止
の
観
点
か
ら
院
内
で
執
り

行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。毎
年
恒

例
の
お
斎
等
も
中
止
し
、
少
々
寂
し

い
報
恩
講
と
な
り
ま
し
た
が
、
今
年

は
本
来
の
姿
に
戻
り
お
勤
め
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。宜
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。

報
恩
講
報
告

報
恩
講
報
告

別
院
子
ど
も
会

　

昨
年
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の
為
、開
催
が
難
し
い
一
年
と

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。収
束
し
つ
つ
あ
る
本
年
は
、コ
ロ
ナ
前
の
様

に
多
く
の
子
ど
も
達
で
賑
わ
う
お
寺
を
願
い
、お
泊
り
会
、い
ち
ご
狩

り
等
多
く
の
催
し
を
考
え
て
お
り
ま
す
。安
心
し
て
子
ど
も
達
を
送

り
出
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
感
染
対
策
も
し
っ
か
り
行
い
ま
す
の
で
、

開
催
の
際
は
是
非
ご
参
加
く
だ
さ
い
。日
程
な
ど
詳
し
い
詳
細
を
知

り
た
い
方
は
お
寺
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

親
鸞
誕
生
会

五
月
二
十
七
日
〜
二
十
九
日

　

二
年
連
続
で
開
催
で
き
な
か
っ
た
親
鸞
誕
生
会
で
す
が
本
年
は
現
如
上
人
百
回
忌
法
要

と
合
わ
せ
て
盛
大
に
開
催
い
た
し
ま
す
。普
段
見
る
機
会
の
少
な
い
沖
縄
の
伝
統
舞
踊
の
エ

イ
サ
ー
や
平
安
時
代
か
ら
続
く
日
本
古
来
の
儀
式
音
楽
で

あ
る
雅
楽
演
奏
、ま
た
豪
華
景
品
を
用
意
し
た
ビ
ン
ゴ
大
会

な
ど
多
く
の
催
し
を
計
画
し
て
い
ま
す
。御
門
徒
の
方
だ
け

に
限
ら
ず
ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。休
日
の
ひ

と
と
き
を
お
寺
で
ゆ
っ
く
り
楽
し
く
過
ご
し
て
み
ま
せ
ん

か
？
お
気
軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。
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大谷さくら幼稚園幼稚園型認定こども園 旭川別院附属

＊
旭
川
別
院
附
属
大
谷
さ
く
ら
幼
稚
園
便
り
＊

　

二
学
期
は
、猛
暑
の
夏
か
ら
過
ご
し
や
す
い
秋
、そ
し
て
冬
へ
の
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
、日
々
の
遊
び
を
通
し

て
五
感
で
十
分
に
感
じ
た
子
ど
も
達
で
す
。年
長
児
き
り
ん
組
は
、運
動
会
、わ
く
わ
く
冒
険
旅
行
の
経
験
か
ら
、友

だ
ち
と
一
緒
に
活
動
す
る
楽
し
さ
と
充
実
感
を
味
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

私
は
父
が
六
十
四
才
、母
が
四
十
五
才
、

兄
弟
十
二
人
の
末
っ
子
で
こ
の
世
に
生
を

受
け
ま
し
た
。父
は
昭
和
三
十
二
年
、母
は

昭
和
二
十
八
年
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。兄

弟
に
お
世
話
に
な
り
な
が
ら
大
人
に
な
り

時
が
す
ぎ「
兄
」「
姉
」「
夫
」「
息
子
」も
亡
く

な
り
七
十
九
才
に
な
る
婆
が
独
り
お
内
仏

の
前
で
す
わ
っ
た
ま
ま
こ
み
あ
が
る
涙
を

ふ
き
も
せ
ず
の
日
々
で
す
。お
年
始
に
旭

川
別
院
か
ら
い
た
だ
い
た
カ
レ
ン
ダ
ー
、

十
月
の
標
語「
老
い
が
」「
病
が
」「
死
が
」私

の「
生
」を
問
い
か
け
て
い
る
。な
ん
と
深
い

言
葉
で
し
ょ
う
か
。

　

父
母
の
古
里
福
井
と
京
都
へ
の
二
人
旅

も
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
思
い
出
、登

兄
達
と「
旅
行
」カ
ラ
オ
ケ
な
ど
つ
き
な
い

思
い
も
あ
る
の
で
す
。や
さ
し
か
っ
た
夫

五
十
五
年
も
連
れ
添
っ
た
。あ
た
た
か
い

人「
母
さ
ん
、ち
ゃ
ん
と
生
き
て
ち
ゃ
ん
と

死
に
な
さ
い
よ
」と
い
っ
て
く
れ
た
、愛
し

い
私
の
せ
が
れ
、も
う
一
周
忌
で
す
。仲
が

よ
か
っ
た
い
と
こ
が
集
ま
っ
て
別
院
の
小

広
間
で
参
っ
て
く
れ
る
の
で
す
。有
り
難

い
こ
と
で
す
。

門
　
徒

　

昨
年
は
、緊
急
事
態
宣
言
に
よ
り
楽
し
み
に
し
て
い
た
旭

山
動
物
園
の
閉
園
も
続
き
ま
し
た
が
、そ
れ
で
も
四
回
程
、行

か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。園
内
の
中
に
は「
富
を
貯
め
る
の
は
、

各
人
の
倉
に
モ
ノ
を
貯
め
る
こ
と
で
な
く
、大
地
を
豊
饒
に

自
然
を
豊
か
に
し
自
然
の
中
に
富
を
貯
め
る
こ
と
だ
」と
ア

ザ
ラ
シ
館
に
掲
示
し
て
い
る
ア
イ
ヌ
民
族
の
方
の
感
性
の
言

葉
が
あ
り
ま
す
。私
は
こ
こ
を
通
る
度
に
足
が
止
ま
り
ま
す
。

動
物
の
生
存
を
脅
か
し
て
い
る
の
は
、「
あ
な
た
が
張
本
人
で

な
い
で
す
か
」と
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
か
ら
で

す
。私
た
ち
は
、豊
か
生
活
を
求
め
大
量
生
産
・
大
量
消
費
に

よ
り
動
物
の
生
存
を
脅
か
し
て
い
ま
す
。こ
の
事
実
を
通
し

て
見
失
わ
れ
て
い
た
大
切
な
事
を
教
え
て
下
さ
る
言
葉
で
あ

り
ま
す
。確
か
に
動
物
の
生
態
系
を
通
し
て
人
間
が
蒔
い
た

種（
温
室
ガ
ス
・
森
林
伐
採
等
）が
環
境
・
農
作
物
・
生
命
に
多

大
な
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。

　

動
物
は
、弱
肉
強
食
の
中
で
腹
が
一
杯
に
な
れ
ば
、必
要
以

上
に
食
べ
ま
せ
ん
。食
物
連
鎖
の
中
に
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ

て
い
ま
す
。私
は
、満
腹
に
な
っ
て
も
ま
だ
欲
し
が
り
、妻
に

注
意
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。食
べ
物
だ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。先
人
の
言
葉
に「
欲
深
き
人
と
、降
る
雪
は
積
も
る

に
つ
け
て
道
を
忘
れ
る
。」と
あ
る
よ
う
に
、欲
に
溺
れ
て
恥

ず
か
し
な
が
ら
大
切
な
道
を
忘
れ
て
い
ま
す
。こ
の
こ
と
が

積
も
り
重
な
り
自
他
共
に
害
を
与
え
て
、さ
ら
に
は
生
き
る

環
境
に
も
影
響
を
あ
た
え
る
事
で
あ
り
ま
す
。自
分
勝
手
な

行
動
を
慎
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
さ
に
動
物
園
は
、地
球
を
大
地
と
し
た
繋
が
り
の
中
で

生
き
る
縮
小
し
た
世
界
を
現
し
て
い
ま
す
。繋
が
り
を
見

失
っ
た
私
は
、檻
の
中
の
動
物
を
見
て
い
る
よ
う
で
、逆
に
狭

い
檻
の
中
に
私
が
い
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
ま
す
。改
め
て
、お

釈
迦
様
が
説
か
れ
た
縁
起
の
法
が
教
え
て
下
さ
い
ま
す
。本

年
は
、さ
ら
に
コ
ロ
ナ
の
終
息
を
願
い
な
が
ら
昨
年
以
上
に

来
園
で
き
る
事
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

合
掌　
（
大
野
）

思
　
い ご

門
徒
の
声

ご
門
徒
の
声

も 

ん 

と

葬
儀
へ
の
提
案

大谷
ホール

（税込）

（税込）

100,000円
150,000円

真
宗
大
谷
派 

旭
川
別
院

歴
史
あ
る
本
来
の
姿
で
の
儀
式

旭
川
別
院
を
会
場
と
し
た
葬
儀
式
が
執
り
行
え
る
よ
う
準
備
を
致
し
ま
し
た
。

亡
き
故
人
と
の
お
別
れ
を
告
げ
る
だ
け
の
告
別
式
で
は
な
く
、
故
人
と
の
繋
が
り
を
大
切
に
し
、

仏
教
本
来
の
儀
式
に
基
づ
い
た
ご
葬
儀
で
す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用
下
さ
い
。

大谷ホールは、大きな会場で設備も豊富に備わっ
ております。小規模でなくとも野卓でお葬式をさ
れたい方は是非ご利用ください。

※詳細は別院迄　TEL 0166-22-2409

●各広間 …………

●大谷ホール ……

使用料（祭壇・会場費込）

真宗本来の葬儀壇

２階広間広 間 小広間

中
薗　

ハ
ヤ

季
節
の
移
り
変
わ
り
を
感
じ
て
い
ま
す

５
歳
児 

年
長　

き
り
ん
組
の
活
動

『
食
育
活
動
』

２
歳
児
う
さ
ぎ
組

　

雨
の
日
の
水
た
ま
り

３
歳
児
こ
あ
ら
組

　
　

秋
の
宝
物
探
し

４
歳
児
ぱ
ん
だ
組

　
　
初
雪
に
触
れ
る

１
歳
児
り
す
組

　

中
庭
で
雪
遊
び

０
歳
児
ひ
よ
こ
組

園庭は鮮やかな色の落葉で
覆われました

宝物はお出かけバックに入れて
大切に持ち帰ります。

力を合わせて、大きな大きな
雪玉を作っています

わくわく冒険旅行前日、夕食の
カレーの材料を買いに行きました。

11月2日　幼稚園報恩講

本
山
団
体
参
拝
予
定

宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・

立
教
開
宗
八
百
年
慶
讃
法
要

（
太
田
輪
番
同
行
）

日
　
時
　
二
〇
二
三
年
　
四
月 

予
定

＊
本
山
一
座
法
要
参
詣

＊
三
泊
四
日
予
定

＊
参
加
人
数
　
三
十
名
程
度

＊
経
　
　
費
　
十
六
万
〜
十
七
万

＊
本
年
四
月
以
降
に
日
程
の
詳
細
が
決
ま
り
ま
す
。

ほ
う
じ
ょ
う

の
ん
び
り
と
園
庭
で
遊
び
ま
す

秋
は『
わ
く
わ
く
収
穫
祭
』で
す
！

どんぐりみつけた～！

◆
大
根

　

ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ
に
、お
で
ん
や
さ
ん
が
開
店
！
掘
れ
た

て
、ゆ
で
た
て
の
あ
つ
あ
つ
の
大
根
に
味
噌
だ
れ
を
か
け

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

◆
枝
豆（
う
さ
ぎ
組
）

　

毎
日
お
水
を
あ
げ
て
育
て
た
枝
豆
。沢
山
収
穫
で
き

た
の
で
、大
き
い
組
さ
ん
へ
お
す
そ
分
け
。ゆ
で
上
が
っ

た
枝
豆
で
、ピ
ザ
作
り
に
挑
戦
し
ま
し
た
！

◆
じ
ゃ
が
い
も

◆
ト
マ
ト（
凛
々
子
）

収穫したおいもの皮はアルミ箔でむきます。ぱ
んだ組はふかしいも、きりん組はいももちを作
りました。

中玉の凛々子という品種のトマトで、トマトケ
チャップを作り、フライドポテトにたっぷりか
けて美味しくいただきました。

コドモリくらすの佐野さんに、
「ヒグマのお話」をしていただき
ました。本物の熊の毛皮を見る
と、その大きさに驚く子ども達。
熊の冬眠の様子、もしヒグマに遭
遇した時どうしたら良いのか、等
大切なことを学ぶことができま
した。

わくわく冒険旅行では、旭山動物
園の地図をみながら、皆で見たい
動物を話し合い、ルートを決めま
した。


