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や
ま
び
こ
の
会
は
、
小
諸
市
公

民
館
の
「
自
然
散
策
講
座
」
の
受

講
者
が
「
県
自
然
観
察
イ
ン
ス
ト

ラ
ク
タ
ー
」
の
講
師
の
下
に
平
成

13
年
に
発
足
し
ま
し
た
。

　

当
初
は
、
近
隣
の
野
山
へ
自
家

用
車
に
乗
り
合
せ
て
植
物
観
察
を

主
に
活
動
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の

後
、
安
全
面
な
ど
か
ら
バ
ス
等
を

使
っ
て
県
内
外
へ
行
き
立
山
、谷

川
岳
、宝
剣
岳
な
ど
に
も
登
り
ま

し
た
。
近
年
は
、
会
員
の
足
腰
も

弱
く
な
っ
て
き
た
の
で
日
帰
り
旅

行
的
な
要
素
を
取
入
れ
て
、
帰
り

に
は
道
の
駅
な
ど
に
立
寄
り
買
物

を
す
る
の
が
恒
例
で
す
。
い
つ
も

天
気
予
報
に
ハ
ラ
ハ
ラ
し
な
が
ら

も
、
安
全
第
一
に
皆
で
和わ

気き

藹あ
い

々あ
い

と
楽
し
く
や
っ
て
お
り
ま
す
。

　

土
の
音
は
、
60
歳
か
ら
80
歳
の

17
名
の
会
員
が
和わ

気き

藹あ
い

々あ
い

と
陶
芸

作
品
を
作
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
会
で
は
、
茶
碗
や
皿
な
ど

の
器
だ
け
で
な
く
花
器
や
人
形
も

作
り
ま
す
。
動
物
か
ら
オ
ブ
ジ
ェ

ま
で
思
い
思
い
に
作
る
陶
器
は
実

に
多
彩
で
す
。
講
師
は
お
り
ま
せ

ん
が
、
初
心
者
に
は
会
員
が
そ
れ

ぞ
れ
得
意
な
分
野
を
親
切
に
指
導

し
て
い
ま
す
。

　

主
な
活
動
と
し
て
は
秋
の
公
民

館
ま
つ
り
に
作
品
展
示
、
陶
芸
体

験
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
参
加

し
て
い
ま
す
。

　

会
員
の
親
睦
を
計
る
為
に
陶
芸

を
中
心
と
す
る
旅
行
も
あ
り
、
今

年
4
月
に
東
京
国
立
博
物
館
の

『
茶
の
湯
』展
に
行
っ
て
き
ま
し
た
。

熱
心
な
藤
村
フ
ァ
ン
が
そ
れ
ぞ
れ

の
藤
村
に
寄
せ
る
想
い
や
願
い
を

持
っ
て
訪
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
永

年
の
念
願
が
叶
っ
た
と
記
念
館
入

口
の
ノ
ー
ト
へ
記
し
て
い
き
ま
す
。

　
〈
久
し
ぶ
り
に
晴
れ
た
信
濃
路

を
、
孫
と
一
緒
に
訪
れ
た
。『
千

曲
川
旅
情
の
歌
』、
孫
娘
に
是
非

藤
村
を
偲
ん
で
も
ら
い
た
い
一
心

で
こ
こ
へ
来
た
。
彼
女
も
将
来
き

っ
と
ま
た
訪
ね
て
く
れ
る
も
の
と

思
う
。
そ
の
時
、
私
は
も
う
こ
の

世
に
は
い
な
い
だ
ろ
う
。〉
短
い

文
章
の
中
に
、
こ
の
人
の
人
生
や

想
い
が
垣
間
見
ら
れ
ま
す
。

　

今
の
仕
事
を
通
し
て
小
諸
市
の

皆
さ
ん
と
の
多
く
の
出
会
い
が
あ

り
、
全
国
か
ら
訪
れ
る
藤
村
フ
ァ

ン
の
皆
さ
ん
と
の
会
話
を
楽
し
み

ま
た
小
諸
市
の
歴
史
や
文
化
も
学

ぶ
こ
と
が
で
き
大
変
貴
重
な
経
験

を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と

あ
り
が
た
く
思
っ
て
い
ま
す
。

に
失
う
。
小
諸
で
所
帯
を
持
っ
て

か
ら
生
ま
れ
た
三
人
の
女
児
を
、

『
破
戒
』
の
刊
行
前
後
に
相
次
い

で
亡
く
し
妻
ま
で
亡
く
な
っ
て
し

ま
う
。
姪
と
の
間
で
の
過
ち
を
悔

い
フ
ラ
ン
ス
へ
渡
り
、
帰
国
後
も

次
々
と
藤
村
を
苦
し
め
る
出
来
事

が
起
こ
っ
て
く
る
。
藤
村
自
身
も

『
東
方
の
門
』
執
筆
中
の
大
往
生

で
あ
っ
た
。
明
治
・
大
正
・
昭
和

と
、
こ
の
波
乱
万
丈
な
人
生
を
筆

一
本
で
よ
く
続
け
ら
れ
た
も
の
だ

な
あ
と
感
心
す
る
。

　

几
帳
面
で
繊
細
で
慎
重
な
面
が

あ
る
か
と
思
う
と
、
先
を
見
通
し

た
う
え
で
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い

く
大
胆
さ
や
骨
太
さ
を
併
せ
持
つ
。

頑
固
で
律
儀
な
面
が
あ
る
か
と
思

え
ば
、
気
遣
い
や
物
腰
の
低
さ
、

謙
虚
さ
や
柔
軟
さ
が
あ
る
。
寂
寥

感
、
孤
独
感
を
漂
わ
せ
て
い
る
か

と
思
え
ば
、
熱
情
的
な
面
も
あ
る
。

藤
村
の
真
の
内
面
に
ま
で
は
と
て

も
迫
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
人

間
・
藤
村
の
一
端
を
知
る
と
藤
村

の
偉
大
さ
に
敬
服
す
る
と
と
も
に

親
し
み
が
涌
く
。

　

記
念
館
に
は
、
全
国
各
地
か
ら

『
藤
村
と
出
会
っ
て
』

一
ツ
谷
区　
　

川
原
田　

雅
夫

　

定
年
後
、
藤
村
記
念
館
で
お
世

話
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で

藤
村
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
何
も

知
ら
な
い
自
分
で
し
た
。案
の
定
、

藤
村
を
知
ら
な
い
と
仕
事
に
な
り

ま
せ
ん
。
読
書
は
好
き
と
は
言
え

な
か
っ
た
今
ま
で
の
人
生
で
一
番

と
い
う
く
ら
い
、
記
念
館
に
あ
る

藤
村
に
関
す
る
本
を
乱
読
し
ま
し

た
。
藤
村
の
作
品
は
正
直
、
最
初

は
あ
ま
り
面
白
く
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
と
こ
ろ
が
藤
村
の
人
生
を

知
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
生
き
方
や

作
品
の
持
つ
意
味
に
次
々
と
興
味

が
湧
い
て
き
ま
し
た
。

　
『
初
恋
』や『
千
曲
川
旅
情
の
歌
』

に
代
表
さ
れ
る
詩
人
で
あ
り
、

『
破
戒
』
や
『
夜
明
け
前
』
を
書

い
た
文
豪
藤
村
。
し
か
し
、
藤
村

の
人
生
は
一
生
を
通
し
て
寂
寥
感

と
孤
独
感
を
か
か
え
て
い
る
。
幼

く
し
て
親
元
を
離
れ
他
人
の
家
で

育
ち
、
両
親
や
身
近
な
人
た
ち
、

ふ
る
さ
と
の
家
ま
で
を
若
い
時
期
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教
え
て
！　

あ
な
た
の
サ
ー
ク
ル

土
つち

　の　音
おと

やまびこの会
。
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