
相
談
室
よ
り
こ
ん
に
ち
は

 
思
い
返
せ
ば
、
長
雨
と
台
風
二
十
一
号
の
嵐
に
た
た
ら
れ
、

ま
た
街
角
を
国
政
選
挙
の
街
宣
車
が
疾
走
し
、
秋
の
盛
り
に
し

み
じ
み
と
す
る
で
も
な
く
何
と
な
く
騒
々
し
い
十
月
で
し
た
。

そ
れ
で
も
遡
っ
て
九
月
、
今
年
の
中
秋
の
名
月
は
、
久
し
ぶ
り

に
綺
麗
で
し
た
ね
。

月
と
云
え
ば
先
日
、
月
面
の
地
下
に
広
大
な
空
洞
が
発
見
さ

れ
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
水
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

報
道
も
あ
り
ま
し
た
。
将
来
は
そ
の
空
洞
を
利
用
し
て
、
人
類

が
比
較
的
安
全
に
宇
宙
で
活
動
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
、
と
の

こ
と
で
す
。

兎
が
杵
で
餅
を
つ
く
、
と
の
な
ぞ
ら
え
は
懐
古
の
趣
に
溢
れ
る

も
の
で
す
が
、
今
は
昔
。

そ
ん
な
思
い
に
耽
っ
て
い
る
と
、
早
や
十
一
月
が
過
ぎ
歳
末
を

迎
え
ま
し
た
。

気
忙

(

き
ぜ
わ

)

し
い
こ
と
で
す
が
、
い
よ
い
よ
本
格
的
な
冬

支
度
が
急
が
れ
ま
す
。
じ
ゅ
ん
ぷ
う
で
も
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

や
感
染
性
胃
腸
炎
の
流
行
に
備
え
て
、
先
月
か
ら
対
策
を
進
め

て
い
ま
す
。

ど
う
か
皆
様
も
、
是
非
、
健
や
か
に
新
年
を
お
迎
え
に
な
り
ま

す
よ
う
に
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
施
設
長
　
吉
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じ
ゅ
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(

季
刊

)
今
回
は
「
い
き
い
き
介
護
教
室
・
地
域
交
流
会
」
の
ご
案
内
と

「
市
民
後
見
人
制
度
」
の
ご
紹
介
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

①
「
い
き
い
き
介
護
教
室
・
地
域
交
流
会
」
の
ご
案
内
で
す
。

　 
皆
様
か
ら
ご
要
望
を
多
く
頂
き
ま
し
た
「
転
倒
予
防
」
に
つ

い
て
三
回
シ
リ
ー
ズ
で
開
催
致
し
ま
す
。

第
一
回
は
「
転
倒
の
原
因
と
転
倒
予
防
体
操
」

　
　
（
平
成
三
十
年
一
月
十
七
日
開
催
予
定
）

第
二
回
は
「
転
倒
し
な
い
身
体
づ
く
り
」

　
　
（
四
月
十
八
日
開
催
予
定
）

第
三
回
は
「
転
倒
を
防
ぐ
環
境
設
定
と
福
祉
用
具
」

　
　
（
七
月
十
八
日
開
催
予
定
）

各
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、
分
か
り
易
く
お
伝
え
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

お
申
込
み
方
法
等
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
後
日
、
ご
案
内
を

施
設
内
に
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
ご
来
所
時
に
お
渡
し
致
し
ま

す
。

多
数
ご
参
加
下
さ
い
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

施
設
の
取
り
組
み
紹
介
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ご
も
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背
中
丸
め
て

　
　
　
　
　
　
暖
を
と
る

　
　
　
デ
イ
ケ
ア
ご
利
用
者
Ｍ
様

ご
利
用
者
川
柳
・
俳
句

「
S
K
Y
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

 
 
“
老
人
福
祉
施
設
作
品
展
”
へ
の
作
品
出
展
」

　
九
月
十
六
日
、
十
七
日
に
京
都
市
伏
見
区
の
パ
ル
ス
プ
ラ
ザ

に
て
「
S
K
Y
ふ
れ
あ
い
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
“
老
人
福
祉
施
設

作
品
展
”
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
当
施
設
か
ら
も
、
ご
利
用

者
様
が
作
品
を
出
展
さ
れ
ま
し
た
。
ご
利
用
者
様
の
作
品
作
り

に
つ
い
て
ご
紹
介
致
し
ま
す
。

「
娘
に
元
気
な
姿
を
見
せ
た
い
」
と
、
細
か
い
ち
ぎ
り
絵
に
挑

戦
さ
れ
た
り
、
百
三
歳
の
女
性
ご
利
用
者
様
は
昔
か
ら
の
特
技

を
活
か
し
て
、
折
り
紙
で
く
す
玉
を
作
成
さ
れ
ま
し
た
。
ま

た
、
あ
る
ご
利
用
者
様
は
利
き
手
を
骨
折
さ
れ
、
リ
ハ
ビ
リ
に

取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
「
字
を
書
く
な
ど
の
手
作
業
は
出

来
な
い
」
と
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
お
誘
い
し
て
み

る
と
「
昔
は
子
供
や
孫
の
為
に
、
毛
糸
で
服
や
帽
子
を
よ
く

作
っ
た
の
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
り
、
短
時
間
で
素
敵
な
毛
糸
の
帽

子
を
作
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。

作
品
展
当
日
に
は
、
ご
利
用
者
様
と
一
緒
に
見
学
へ
行
き
、
笑

顔
で
ご
自
身
の
作
品
を
手
に
取
ら
れ
る
様
子
や
、
他
の
施
設
の

作
品
を
ご
覧
に
な
り
「
こ
ん
な
素
敵
な
作
品
も
あ
る
の
ね
！
」

等
と
驚
い
て
お
ら
れ
る
姿
が
み
ら
れ
ま
し
た
。

今
後
も
ご
利
用
者
様
の
思
い
や
経
験
を
活
か
し
て
頂
け
る
よ
う

に
様
々
な
制
作
活
動
に
も
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

年
の
瀬
や

　
　
お
け
ら
火
う
け
て

　
　
　
　
　
　
　
わ
が
宿
へ

　
　
　
　
　
三
階
ご
利
用
者
Ｆ
様

②
「
市
民
後
見
人
制
度
」
の
ご
紹
介
で
す
。

  
こ
の
制
度
は
一
般
市
民
の
方
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
各
自

治
体
に
登
録
し
後
見
業
務
を
行
う
制
度
で
す
。
平
成
二
十
三
年

頃
よ
り
厚
生
労
働
省
が
後
見
人
の
担
い
手
不
足
を
補
う
こ
と
を

目
的
に
推
進
し
て
い
ま
す
。
登
録
す
る
た
め
に
は
、
各
市
区
町

村
が
実
施
し
て
い
る
、
約
五
十
時
間
の
市
民
後
見
人
養
成
講
座

を
受
講
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
講
座
は
、
後
見

人
制
度
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
高
齢
者
施
策
、
実
務
、
レ

ポ
ー
ト
等
の
四
十
弱
の
テ
ー
マ
が
あ
り
幅
広
い
知
識
が
必
要
に

な
っ
て
い
ま
す
。

今
後
、
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
や
認
知
症
高
齢
者
の
増
加
に
伴

い
、
市
民
後
見
人
制
度
の
必
要
性
は
高
く
な
っ
て
く
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
新
た
な
後
見
人
の
担
い
手
が
増
え
、
充
実
し
た
制
度

と
な
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
※
後
見
人
制
度
と
は
、
認
知
症
等
に
よ
り
判
断
能
力
が
不
十

分
に
な
っ
た
時
に
ご
本
人
に
代
わ
り
、
財
産
管
理
や
必
要
な

サ
ー
ビ
ス
の
契
約
締
結
等
、
法
律
面
や
生
活
面
で
支
援
す
る
制

度
で
す
。

十
二
月
は
食
べ
も
の
と
関
わ
り
の
あ
る
風
習
が
い
く
つ
か
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
紹
介
致
し
ま
す
。

★
冬
至
南
瓜
：
今
年
は
二
十
二
日
で
す
。
冬
至
の
日
に
、
ゆ
ず

湯
に
入
り
、
南
瓜
を
食
べ
る
風
習
が
あ
り
ま
す
。
ゆ
ず
湯
に
入

る
事
で
風
邪
を
防
ぎ
皮
膚
を
強
く
し
ま
す
。
そ
し
て
南
瓜
を
食

べ
る
事
で
厄
除
け
に
な
り
風
邪
に
か
か
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
保
存
が
利
き
緑
黄
色
野
菜
が
不
足
す
る
冬
場
に
南
瓜
を

食
べ
る
と
い
う
先
人
の
知
恵
に
感
服
致
し
ま
す
。
栄
養
価
も
高

く
ビ
タ
ミ
ン
・
ミ
ネ
ラ
ル
が
豊
富
、
な
か
で
も
カ
ロ
テ
ン
は
肌

や
粘
膜
、
目
を
丈
夫
に
し
免
疫
力
を
高
め
ま
す
。
皮
に
は
実
以

上
の
カ
ロ
テ
ン
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
皮
ご
と
の
調
理
が
お
奨

め
で
す
。

★
晦
日
蕎
麦
：
一
年
の
締
め
く
く
り
に
蕎
麦
を
食
べ
る
風
習
が

定
着
し
た
の
は
江
戸
時
代
中
期
頃
。
そ
の
由
来
は
諸
説
あ
り
、

人
生
は
蕎
麦
の
よ
う
に
細
く
長
く
生
き
る
と
い
う
延
命
長
寿
の

願
い
を
込
め
て
食
べ
る
、
蕎
麦
は
切
れ
や
す
い
か
ら
旧
年
の
苦

労
や
災
厄
を
切
り
捨
て
る
等
、
様
々
で
す
。

日
本
人
と
蕎
麦
の
付
き
合
い
は
古
く
、
縄
文
時
代
に
は
食
べ
て

い
た
よ
う
で
、
今
の
よ
う
に
麺
状
で
は
な
く
、
粉
を
練
り
雑
炊

や
汁
に
入
れ
て
食
べ
て
い
た
そ
う
で
す
。

当
施
設
で
も
、
冬
至
南
瓜
や
晦
日
蕎
麦
は
毎
年
恒
例
の
メ

ニ
ュ
ー
と
し
て
召
し
上
が
っ
て
頂
い
て
い
ま
す
。

「秋」をテーマに、習字や貼り絵にも取り組みました。

12月22日は冬至南瓜

です。

素材そのものの甘み、

ホクホクとした食感を

お楽しみください。

京都の年越しと言え

ば、「にしんそば」です

ね。大晦日の

夕食に召し上がって

頂きます。

作品展当日。台風の日でしたが、多くの来場者が

作品をご覧になられました。


