
13

旬
の
食
材
で
ご
ち
そ
う
を

　
　
「
牛
窓
料
理
講
座
」

みんなでわいわい
と楽しく調理

力強い打撃を繰り出します

元気いっぱいの長船空手道
スポーツ少年団の皆さん

邑久大工の建築による静円寺本堂（邑久町本庄）

巻
の
二
十
六

気楽に、楽しく
「長船空手道スポーツ少年団」

き生きと取このコーナーは、生涯学習に生
さんも仲間り組む皆さんを紹介します。皆

入りしませんか。

　
行
幸
小
学
校

体
育
館
で
大
き

な
掛
け
声
を
出

し
、
空
手
の
練

習
に
励
む
長
船

空
手
道
ス
ポ
ー

ツ
少
年
団
の
皆

さ
ん
。
幼
稚
園

児
か
ら
小
学
６

年
生
ま
で
の
団

員
19
人
は
、
基

本
練
習
や
移
動

基
本
練
習
な
ど
を
次
々
と
こ
な

し
た
後
、
防
具
組
手
の
練
習
に

移
り
ま
す
。

　
面
・
胴
・
小
手
な
ど
の
防
具

を
付
け
て
直
接
打
撃
を
行
う
防

具
組
手
は
、
安
全
性
が
高
く
、

打
撃
を
思
い
切
り
打
ち
合
う
こ

と
が
で
き
る
組
手
。
激
し
い
打

撃
の
応
酬
の
中
で
、
相
手
の
動

き
を
見
極
め
、
有
効
打
を
決
め

て
い
き
ま
す
。

　
団
の
モ
ッ
ト
ー
は
『
気
楽
に
、

楽
し
く
』。
団
員
た
ち
は
楽
し
み

な
が
ら
も
、
自
分
の
技
を
磨
こ

う
と
、
基
本
を
反
復
し
な
が
ら

真
剣
に
練
習
に
取
り
組
み
ま
す
。

　「
小
学
２
年
生
の
時
、
強
く
な

り
た
い
と
思
っ
て
空
手
を
始
め

ま
し
た
。
試
合
は
順
位
関
係
な

し
に
、
頑
張
っ
て
い
け
る
と
こ

ろ
ま
で
い
き
た
い
」
と
キ
ャ
プ

テ
ン
の
島
　
慎
太
郎
君
（
11
歳
・

長
船
町
福
岡
）。

　
ク
リ
ス
マ
ス
会
や
餅
つ
き
な

ど
楽
し
い
行
事
も
い
っ
ぱ
い
あ

り
ま
す
。
た
だ
今
、
団
員
募
集

中
。
空
手
を
習
い
、
強
い
心
と

体
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
？

★
活
動
日
時
　
月
・
木
・
土
曜
日

　
午
後
６
〜
８
時

★
活
動
場
所
　
行
幸
小
学
校
体 

　
育
館

★
会
費
　
月
３
、
０
０
０
円

★
連
絡
先
　
橋
本
一
郎
さ
ん

　
　
０
８
６
９
―
６
６
―
７
１
２
０

　

　
毎
月
、
料
理
好
き
な
皆
さ
ん

が
集
ま
り
、
楽
し
い
料
理
作
り

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
毎
回
４
、

５
種
類
の
料
理
と
１
種
類
の
デ

ザ
ー
ト
。
メ
ニ
ュ
ー
は
、
季
節

の
食
材
を
生
か
し
た
も
の
や
家

族
の
た
め
に
作
れ
る
よ
う
な
家

庭
料
理
で
す
。

　
現
在
の
会
員
は
25
人
で
、
６

品
の
料
理
を
３
班
に
分
け
、
１

班
が
２
品
ず
つ
担
当
し
ま
す
。

毎
回
ど
ん
な
料
理
を
作
る
の
か
、

と
て
も
楽
し
み
に
し
て
い
る
皆

さ
ん
。
年
に
１
回
、
マ
ナ
ー
の

勉
強
や
親
睦
を
兼
ね
て
の
食
事

会
も
企
画
さ
れ
ま
す
。

　
「
み
ん
な
わ
い
わ
い
と
料
理

を
作
り
、
試
食
す
る
の
が
楽
し

い
」「
い
ろ
い
ろ
な
料
理
を
教
え

て
も
ら
え
る
か
ら
楽
し
み
」
と

皆
さ
ん
、
と
て
も
楽
し
そ
う
。

ベ
テ
ラ
ン
主
婦
の
皆
さ
ん
は
、

手
際
よ
く
調
理
。
そ
し
て
、
完

成
し
た
料
理
を
楽
し
く
い
た
だ

き
ま
す
。
お
い
し
い
料
理
を
囲
み
、

味
の
感
想
を
話
す
皆
さ
ん
は
、

と
て
も
和
や
か
な
雰
囲
気
に
包

ま
れ
て
い
ま
し
た
。

★
活
動
日
時
　
第
１
金
曜
日

　
午
前
10
時
〜
午
後
１
時

★
活
動
場
所
　
牛
窓
町
総
合
福

　
祉
セ
ン
タ
ー

★
会
費
　
月
２
、
０
０
０
円

★
代
表
　
出
射
佐
代
子
さ
ん

　
　
０
８
６
９
―
３
４
―
４
８
０
７ ベテラン主婦の皆さんの腕前がますます向上

　
寛
政
３
（
１
７
９
１
）
年
11

月
12
日
の
夕
刻
、
美
作
国
勝
南

郡
岩
見
田
村
（
現
美
作
市
岩
見

田
）
で
は
、
賭
博
の
開
帳
場
が

役
人
に
踏
み
込
ま
れ
、
７
人
が

召
し
捕
え
ら
れ
る
と
い
う
事
件

が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
７
人
の
う
ち
に
は
、「
邑

久
郡
大
工
音
次
郎
」
と
い
う
人

物
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
そ
の
場
か
ら
逃
げ
去
っ

た
人
々
の
な
か
に
は
「
山
田
大

工
亦
五
郎
」
と
い
う
者
も
交
じ

っ
て
い
た
よ
う
で
す
。「
山
田
」

と
は
、
上
山
田
と
下
山
田
を
総

称
し
た
言
い
方
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
つ
ま
り
、
そ
の
二
人
は
邑

久
郡
か
ら
美
作
地
方
へ
大
工
仕

事
の
出
稼
ぎ
に
行
き
、
そ
こ
で

博
打
を
し
て
い
て
、
こ
の
捕
り

物
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
わ
け
で
す
。

　
こ
の
こ
と
は
、
岩
見
田
村
の

庄
屋
を
勤
め
て
い
た
赤
堀
家
の

「
年
々
日
記
帳
」
と
い
う
史
料（『
美

作
町
史
資
料
編
Ⅱ
』）
に
記
さ

れ
て
い
た
も
の
で
す
が
、
そ
の

史
料
に
は
、
ほ
か
に
も
邑
久
大

工
に
関
す
る
記
述
が
い
く
つ
も

見
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
先
の

事
件
よ
り
も
以
前
の
延
享
元
（
１

７
４
４
）
年
に
は
、
岩
見
田
村

の
円
通
寺
観
音
堂
を
「
備
前
邑

久
郡
山
田
村
」
の
「
友
城
忠
四

郎
」
と
い
う
大
工
が
建
て
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
天
明
元
（
１
７

８
１
）
年
に
は
、
同
村
の
荒
神
宮

が
大
破
し
た
の
を
「
大
工
備
前

邑
久
郡
佐
井
田
村
利
三
郎
」
が

建
て
直
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
寛
政
10
（
１
７
９
８
）
年
、

大
師
様
の
塔
の
屋
根
の
葺
き
替

え
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
下
地

を
「
大
工
備
前
お
く
か
う
り
山

田
又
五
郎
」
が
張
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
「
又
五
郎
」
は
、
ほ
か
で

も
な
い
先
に
賭
場
か
ら
逃
げ
お

お
せ
た
と
い
う
「
亦
五
郎
」
と

同
じ
人
物
に
違
い
な
い
で
し
ょ

う
。

　
こ
の
よ
う

に
、
高
い
技

術
を
誇
っ
た

邑
久
大
工
は
、

特
に
寺
院
や

神
社
を
建
て

る
宮
大
工
と

し
て
遠
方
に

ま
で
招
か
れ

て
腕
を
振
る

い
ま
し
た
。

今
も
吉
井
川

水
系
一
帯
の

数
多
く
の
寺

社
に
邑
久
大

工
の
名
前
を

記
し
た
棟
札
が
残
さ
れ
て
い
て
、

そ
の
活
動
範
囲
の
広
さ
が
う
か

が
い
知
れ
ま
す
。

　
さ
て
、
赤
堀
家
の
「
年
々
日

記
帳
」
を
見
る
と
、
ほ
か
に
も

寛
政
12
（
１
８
０
０
）
年
に
は
、

栗
尾
谷
池
と
い
う
溜
池
の
樋
の

改
修
を
、
ま
た
も
「
大
工
備
前

山
田
村
亦
五
郎
」
が
行
っ
て
い

ま
す
。
さ
ら
に
、
文
化
９
（
１

８
１
２
）
年
の
赤
堀
家
の
居
宅

普
請
に
あ
た
っ
て
も
「
大
工
備

前
邑
久
郡
下
山
田
村
亦
五
郎
」

と
「
同
村
忠
蔵
」
に
棟
梁
を
務

め
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
と
き
に
は
木
挽
と
し
て
も

「
神
崎
村
三
兵
衛
」
が
出
向
い

て
い
ま
す
。
以
上
に
最
も
多
く

名
前
の
出
て
き
た
「
亦
五
郎
」
は
、

お
そ
ら
く
こ
の
岩
見
田
村
周
辺

を
得
意
先
に
し
て
い
た
の
で
し

ょ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
こ
の

よ
う
に
邑
久
郡
に
大
工
が
多
か

っ
た
と
い
う
の
は
一
体
な
ぜ
な

の
で
し
ょ
う
。
残
念
な
が
ら
今

の
と
こ
ろ
、
そ
の
は
っ
き
り
し

た
理
由
は
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
大
工
と
と
も
に
木
挽
も

多
く
、
彼
ら
は
遠
く
九
州
や
四

国
に
ま
で
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
い

ま
し
た
。
も
と
も
と
山
林
が
さ

ほ
ど
豊
か
と
は
言
え
な
い
こ
の

地
方
で
、
な
ぜ
そ
う
し
た
産
業

が
盛
ん
に
な
っ
た
の
か
、
そ
こ

に
は
何
ら
か
の
歴
史
の
い
た
ず

ら
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
え
る
の
で
す
が
、
果
た
し
て

そ
れ
を
解
く
鍵
は
ど
こ
に
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

と
　
ば
く

ば
く
　
ち

や
ま
　
だ
　
だ
い

こ
　
び
き

く
　
ま
た
　
ご
　
ろ
う

邑
久
大
工
の
美
作
出
稼
ぎ
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