
 

 

 

 

  

   
    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度 

５月１５日 

ＮＯ.１０ 

五
月
の
陽
光
に
体
を
輝
か
せ
る
稚
鮎
は
、
気
持
ち
よ
さ
そ
う
に
乙
川

を
遡
っ
て
い
き
ま
し
た
。
愛
知
県
の
農
業
水
産
局
水
産
課
の
方
に
ア
ユ

の
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い
、
漁
業
組
合
の
方
に
も
見
て
も
ら
い
、
八
日
、

四
年
生
み
ん
な
で
、
川
に
ア
ユ
を
放
ち
ま
し
た
。
お
そ
る
お
そ
る
、
け

れ
ど
も
愛
情
を
こ
め
て
、
旅
立
っ
て
い
く
ア
ユ
に
子
供
た
ち
は｢

元
気
に

戻
っ
て
き
て
ね｣

と
声
を
か
け
て
、
送
り
出
し
ま
す
。
男
川
で
は｢

や
な

開
き｣

も
行
わ
れ
、
い
よ
い
よ
ア
ユ
の
季
節
の
到
来
で
す
。 

ア
ユ
に
は｢

鮎｣

「
香
魚
」｢

年
魚｣｢

銀
口
魚｣

な
ど
様
々
な
名
前
が
あ

り
、『
古
事
記
』
に
も
名
前
が
出
て
く
る
昔
か
ら
な
じ
み
の
深
い
魚
で

す
。（「
鮎
」
は
中
国
で
は
ナ
マ
ズ
を
指
し
、｢

鮎｣

は
日
本
独
自
の
読
み

で
す
。）
平
安
時
代
か
ら｢

春
生
じ
、
夏
長
じ
、
秋
衰
え
、
冬
死
す
、
故

に
年
魚
と
名
づ
く
な
り｣

と
知
ら
れ
る
よ
う
、｢

年
魚｣

と
呼
ば
れ
一
年

で
一
生
を
終
え
る
ア
ユ
の
人
生
は
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の

季
節
を
、
自
分
の
海
と
川(

ふ
る
さ
と)

の
中
で
生
き
る
ア
ユ
は
、
秦
梨

の
「
ふ
る
さ
と
学
習
」
と
も
つ
な
が
り
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま
す 

秦
梨｢

ふ
る
さ
と
学
習｣

の
大
き
な
柱
の
一
つ
「
稲
作
」
も
、
五
月
皐

月(

田
植
え
を
す
る
月)

に
、
始
ま
り
ま
す
。
十
四
日
に
は
五
年
生
が｢

代

掻
き｣

を
行
い
、
全
校
田
植
え
に
向
け
た
準
備
を
行
い
ま
し
た
。
肥
料
を

ま
き
、
よ
く
混
ぜ
土
を
柔
ら
か
く
す
る
作
業
を
、
田
の
先
生
に
教
え
て

も
ら
い
な
が
ら
、
時
に
は
土
と
戯
れ
な
が
ら
、
愛
情
を
も
っ
て
活
動
し

ま
す
。「
田
ん
ぼ
の
真
ん
中
は
温
か
か
っ
た
」
と
言
う
よ
う
に
、
土
の
ぬ

く
も
り
や
自
然
を
自
分
の
肌
で
感
じ
な
が
ら
、
稲
作
り
の
大
変
さ
や

人
々
の
生
活
や
営
み
を
「
ふ
る
さ
と
学
習
」
を
通
し
て
学
び
ま
す
。 

子
供
た
ち
の
ア
ユ
へ
の
「
元
気
に
戻
っ
て
き
て
ね
」
は
そ
の
ま
ま
、

故
郷
を
離
れ
社
会
に
巣
立
っ
て
い
く
子
供
た
ち
に
対
す
る
、
大
人
た
ち

の
言
葉
に
似
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
愛
情
に
包
ま
れ
心
の
居
場
所
と
な
る

｢

ふ
る
さ
と｣

を
、
知
り
感
じ
、
共
に
作
っ
て
い
き
た
い
と
願
い
ま
す
。 

◇学校田◇ 

今年の田の先生は、鈴木清美さんと畔柳浩司さんです。学校田も、秦梨市民センターと福正寺の

間の田んぼに引っ越しました。全校田植えは、15日に行われました。 
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