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①提供品が体育館に運ばれてくる
「たくさん提供してくれました」 

②善意の提供品に感謝 
「並びきれないほどの品々」 

③買いやすように小分けに 
「新米、こぼさないように」 

④このくらいでよいかな 
「たくさんの銀杏大変だったろうな」 

⑤いくらにしようか値札の相談 
「今年の新米、おいしいよ」 

⑥値段つけは大変 
「高い？安い？さて、いくらにする」 

⑦中身は何だろう 
「まとめて買ってもらおう」 

⑧陳列はこれで大丈夫 
「傷物はないかな、値段は？」 

⑨販売開始。お客様の品定め 
「もっと安くならないの」 

⑩日用品はまとめて買っておこう 
「有難う、安くしておきますよ」 

⑪役員さんの「トン汁」つくり 
「今年の味は上等でした」 

⑫トン汁売れ切れ 
「最後の一杯完食。ご協力感謝」 

⑬ハイ。２００円。おつり５０円 

「裏方さんご苦労さん。売り上げは？」 
 

⑭あんしんケアセンターの健康相談 

「脳年齢３０才。２０歳若いですよ」 

 

第２９回椎名地区 
『福祉・コミュニティまつり』 

平成 30年 2月 11日（日）春を思わせる暖かい日、第 29回椎名地

区『福祉・コミュニティまつり』が椎名小学校講堂で、椎名地区の

社会福祉協議会・地域の役員・ボランティアの方々・椎名小の先生

方のご協力によって開催されました。その様子を写真で紹介しま

す。ご協力感謝申しあげます。 岡本 博幸 

収入 １３９，７２０円 

・バザー売上金 139,720円 

支出 ５８，２１６円 

・事務費  2,188円 

・事業費  56,028円 

差引残高 ８１，５０４円 

・地区部会会計（高梨夏江）へ 

平成 29年度「福祉・コミュニティまつり」 

収支会計報告（2月 25日） 



 

 

 

 

 

も
の
が
た
り 

七
廻
塚
の
伝
説
に
は
「
韓
姫
に
は
七
人
の
姉
妹
が
い
て
、
亡
く
な
っ
た
後

も
北
斗
七
星
の
よ
う
に
仲
良
く
結
び
あ
っ
て
輝
き
、
私
た
ち
を
見
守
っ
て
く

れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
」
言
い
伝
え
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
若
者

達
は
願
い
事
を
叶
え
た
い
と
き
は
、
七
回
廻
っ
て
機
織
り
の
音
を
聞
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
北
斗
七
星
は
宇
宙
の
神
と
崇
め
ら
れ
て
い
た
か

ら
で
し
た
。 

「
ス
ー
・
ト
ン
ト
ン
・
ス
ー
・
ト
ン
ト
ン
」
が
聞
こ
え
る
と 

「
布
を
織
る
こ
と
が
上
手
に
な
る
」 

「
着
物
を
上
手
に
縫
う
こ
と
が
で
き
る
」 

「
願
っ
て
い
た
人
の
所
に
お
嫁
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
」 

と
、
い
う
言
い
伝
え
が
村
々
に
伝
わ
っ
て
い
ま
し
た
。 

村
娘
た
ち
は
古
墳
の
周
り
を
一
回
ま
わ
っ
て
は
野
の
花
を
添
え
、
一
回
ま

わ
っ
て
は
野
の
花
を
添
え
、
願
い
事
が
叶
う
よ
う
に
廻
り
ま
し
た
。
七
回
廻

っ
て
聞
く
こ
と
が
で
き
る
と
、
思
い
を
秘
め
て
家
に
帰
り
ま
し
た
。 

韓
氏
一
族
に
は
父
母
と
七
人
の
女
姉
妹
が
お
り
、
堅
穴
の
住
居
で
つ
つ
ま

し
く
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
朝
鮮
の
百
済
に
い
た
頃
は
、
高
い
身
分
の
家
柄

で
し
た
が
、
こ
こ
麻
績
の
地
で
は
質
素
な
暮
ら
し
を
し
て
い
ま
し
た
。
国
司

か
ら
も
大
切
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

一
族
は
麻
の
栽
培
か
ら
布
を
織
る
ま
で
の
技
術
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
韓

一
族
は
こ
こ
の
地
で
一
生
を
す
ご
す
と
決
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
村

び
と
の
た
め
に
織
物
技
術
を
伝
え
、
共
に
生
き
る
道
を
選
び
ま
し
た
。
そ
れ

が
麻
の
栽
培
と
機
織
り
技
術
で
あ
り
ま
し
た
。 

こ
の
里
は
、
温
暖
で
地
味
に
肥
え
て
お
り
、
麻
の
栽
培
に
適
し
て
い
ま
し

た
。
栽
培
は
大
麻
（
た
い
ま
）
と
苧
麻
（
ち
ょ
ま
）
の
栽
培
か
ら
始
め
ま
し

た
。 韓

姫
を
始
め
六
人
の
姉
妹
は
村
の
娘
た
ち
に
丁
寧
に
教
え
て
い
き
ま
し

た
。 ①

麻
の
栽
培
の
方
法
②
樹
皮
の
剥
が
し
か
た
③
池
の
水
に
浸
す
日
数 

④
も
み
ほ
ぐ
し
か
た
⑤
水
で
の
あ
ら
い
さ
ら
し
か
た
⑥
乾
燥
の
さ
せ
か
た

⑦
麻
を
細
く
ほ
ぐ
し
か
た
⑧
ほ
ぐ
し
た
糸
の
紡
ぎ
か
た
⑨
糸
の
よ
り
か
た

等
を
教
え
て
い
き
ま
し
た
。 

村
人
に
と
っ
て
は
ど
れ
を
と
っ
て
も
新
鮮
な
出
来
事
で
あ
り
ま
し
た
。 

韓
家
で
は
毎
日
娘
た
ち
が
集
ま
り
、
笑
い
声
が
絶
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
若

者
も
来
て
話
に
加
わ
り
、
自
然
と
男
女
の
出
会
い
の
場
所
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
若
者
た
ち
は
朝
に
な
る
と
花
や
野
菜
を
持
っ
て
き
て
は
七
人
の
姉
妹
を

囲
ん
で
話
し
合
い
、
時
に
は
歌
い
踊
り
恋
の
場
に
も
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

韓
姫
た
ち
は
歌
を
詠
む
こ
と
に
も
優
れ
て
お
り
、
村
人
た
ち
に
気
持
ち
を

歌
で
伝
え
る
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
村
人
の
中
に
は
自
分

の
思
い
を
詠
む
こ
と
が
で
き
る
人
も
出
て
き
ま
し
た
。 

・
一
人
寝
の
床
に
入
り
て
思
い
出
す
愛
し
き
人
の
布
織
る
音
を 

・
布
曝
す
白
き
輝
き
照
り
映
え
る
そ
れ
よ
り
白
き
娘
等
の
腕 

・
織
姫
の
織
り
な
す
糸
の
緯
糸
に
共
に
織
ら
れ
し
わ
が
愛
心
を 

・
一
輪
の
野
花
を
持
ち
て
機
場
へ
と
今
日
も
渡
せ
ず
野
道
に
さ
し
た
り 

・
機
織
り
の
織
り
な
す
手
先
色
白
く
て
そ
の
手
を
そ
っ
と
包
み
お
り
た
り 

・
旅
立
つ
日
愛
し
き
人
が
縫
い
着
物
涙
に
ぬ
れ
て
乾
く
こ
と
な
し 

歌
は
幼
稚
で
あ
っ
た
が
歌
垣
の
よ
う
に
恋
の
思
い
を
交
わ
す
こ
と
が
で

き
る
ま
で
に
成
長
し
て
い
き
ま
し
た
。 

な
か
で
も
韓
姫
に
は
多
く
の
若
者
が
彼
女
た
ち
に
心
を
寄
せ
て
い
ま
し

た
。 韓

姫
は
振
る
舞
い
が
や
さ
し
く
、
束
ね
た
髪
に
必
ず
野
の
花
を
挿
し
て
い

ま
し
た
。
背
が
高
く
色
白
で
、
ほ
っ
そ
り
と
し
た
体
に
麻
布
の
衣
服
を
ま
と

い
、
大
変
美
し
い
姿
で
し
た
。 

機
織
り
は
韓
姫
の
家
の
前
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
六
メ
ー
ト
の
茅
葺
小
屋
を

作
り
そ
の
下
で
五
人
一
組
に
な
っ
て
布
織
は
始
め
ら
れ
ま
し
た
。 

布
が
織
ら
れ
る
最
初
の
頃
は
、
居
座
機
（
い
ざ
り
き
）
で
あ
り
ま
し
た
。

一
人
で
織
る
と
き
あ
れ
ば
五
人
一
組
に
な
っ
て
各
々
が
分
業
し
て
織
る
方

法
も
取
ら
れ
ま
し
た
。
韓
姫
た
ち
は
い
つ
で
も
組
に
な
っ
て
行
わ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
均
一
し
た
美
し
い
布
と
な
っ
て
織
ら
れ
た
の
で
す
。 

織
の
伝
統
を
引
き
継
ぐ
た
め
に
は
、
一
つ
一
つ
の
経
験
が
大
切
で
あ
り
ま

し
た
。
そ
れ
ら
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
な
技
術
を
身
に
着
け
て
い

き
ま
し
た
。 

も
っ
と
大
事
な
こ
と
は
、
多
く
の
村
人
が
集
ま
り
共
同
し
て
生
活
し
て
い

く
こ
と
の
大
切
さ
を
学
び
合
っ
た
こ
と
で
し
た
。
布
を
織
る
こ
と
は
単
調
な

世
界
で
し
た
が
、
皆
が
話
し
合
い
、
語
り
合
い
支
え
合
っ
て
い
く
こ
と
に
よ

っ
て
人
の
和
の
大
切
さ
を
学
ん
で
い
き
ま
し
た
。
新
し
い
知
識
を
学
ぶ
こ
と

は
生
き
る
喜
び
と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

機
織
り
の
手
順
は 

前
方
の
杭
を
打
ち
麻
糸
を
縛
り
経
糸
６
メ
ー
ト
ル
の
長
さ
に
延
ば
し
、
途

中
に
箱
を
置
い
て
約
百
本
の
糸
を
固
定
し
て
並
べ
布
幅
が
均
一
な
る
よ
う

に
そ
ろ
え
ま
し
た
。
こ
こ
で
糸
の
太
さ
・
薄
さ
を
分
け
・
汚
れ
を
・
取
り
除

く
作
業
が
行
わ
れ
、
織
る
前
の
大
切
な
役
割
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。 

村
娘
た
ち
は
韓
姫
た
ち
と
作
業
を
し
な
が
ら
朝
鮮
・
百
済
で
の
思
い
出
を

語
っ
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

「
私
た
ち
の
百
済
国
は
滅
び
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
百
済
の
仏
教
芸
術
は

世
界
に
誇
る
芸
術
で
し
た
。
法
隆
寺
に
あ
る
百
済
観
音
も
朝
鮮
か
ら
の
渡
来

人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
素
晴
し
い
仏
様
で
す
。
私
た

ち
は
そ
の
こ
と
を
誇
り
に
思
っ
て
い
ま
す
」 

朝
鮮
半
島
で
は
高
句
麗
、
新
羅
、
百
済
、
中
国
等
の
間
で
幾
度
と
な
く
戦

い
が
続
い
て
お
り
ま
し
た
。
戦
い
の
度
に
人
は
苦
し
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

家
族
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

戦
さ
は
む
ご
い
も
の
で
す
。
私
た
ち
は
お
釈
迦
様
が
求
め
た
「
憎
し
み
合

う
こ
と
の
な
い
国
に
な
っ
て
ほ
し
い
」
と
願
っ
て
い
ま
す
。
此
処
麻
績
の
地

で
も
、
平
和
な
世
の
中
が
続
く
よ
う
に
し
た
い
で
す
。 

韓
姫
は
「
布
を
織
る
と
き
は
一
つ
一
つ
の
作
業
を
丁
寧
に
や
っ
て
く
だ
さ

い
」
と
口
癖
の
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。 

「
布
を
織
る
こ
と
は
心
を
織
る
こ
と
で
す
。
経
糸
と
緯
糸
が
し
っ
か
り
と

絡
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
そ
の
二
つ
の
糸
の
絆
を
強
固
な
も
の
に

織
り
な
す
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
布
を
織
る
と
い
う
こ
と
で
す
」 

と
、
機
を
織
る
前
に
は
必
ず
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
機
織
り
が
始

ま
ら
れ
ま
し
た
。 

揃
え
ら
れ
た
経
糸
は
横
櫛
の
間
を
通
さ
れ
て
均
一
に
揃
え
ら
れ
ま
し
た
。

織
る
前
に
刷
毛
で
糸
を
湿
ら
せ
糸
が
切
れ
な
い
よ
う
に
し
て
か
ら
綜
絖
（
そ

う
こ
う
・
経
糸
を
上
げ
下
げ
さ
せ
る
操
作
に
用
い
る
も
の
）
へ
導
い
て
い
き

ま
し
た
。 

こ
こ
で
杼
（
ひ
）（
緯
糸
を
唐
須
道
具
）
を
上
下
の
糸
の
間
に
入
れ
て
緯
糸

を
通
し
て
手
前
に
ピ
シ
ッ
と
締
め
付
け
る
の
で
し
た
。
こ
の
繰
り
返
し
で
布

は
お
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。 

最
後
に
韓
姫
は
二
回
音
「
ト
ン
ト
ン
」
と
緯
糸
を
締
め
る
の
で
し
た
。
そ

の
音
は
か
ろ
や
か
に
響
い
て
い
ま
し
た
。 

韓
姫
の
「
ト
ン
ト
ン
」
と
締
め
付
け
る
音
に
は 

「
糸
は
確
か
な
絆
で
結
ば
れ
ま
し
た
か
」 

「
心
と
心
が
織
ら
れ
ま
し
た
か
」 

と
、
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。 

「
織
る
と
は
布
が
出
来
上
が
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
朝

鮮
と
日
本
の
結
び
つ
き
の
絆
を
織
っ
て
い
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
す
」

と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。 

こ
う
し
て
、
こ
の
里
で
は
韓
姫
の
お
か
げ
で
麻
づ
く
り
が
盛
ん
に
な
り
、

人
々
の
生
活
も
豊
か
に
な
り
ま
し
た
。
人
々
は
こ
の
地
を
「
麻
績
」
の
地
と

呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

エ
ピ
ロ
ー
グ 

七
廻
り
塚
古
墳
に
は
非
常
に
精
巧
な
石
釧
（
い
し
く
ろ
）
と
呼
ば
れ
る
腕

輪
形
も
の
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
ま
た
滑
石
製
「
立
花
」
が
死
者
の
石
枕
の

周
に
１０
個
挿
し
て
あ
り
ま
し
た
。 

「
立
花
」
と
は
石
で
作
っ
た
花
で
す
。
生
前
韓
姫
が
い
つ
で
も
髪
に
差
し

て
い
た
野
の
花
を
死
後
も
花
で
美
し
く
飾
っ
て
あ
げ
た
い
と
い
う
村
人
の

思
い
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。 

韓
姫
は
死
後
も
村
人
と
と
も
に
生
き
た
い
と
い
う
心
根
が
「
機
織
り
の

音
」
を
鳴
ら
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、（
完
） 

― 

創 

作 

民 

話 

（
つ
づ
き
）
― 

七
廻
塚
（
姫
塚
）
を
七
回
廻
る
と 

機
織
り
の
響
き
が
聞
こ
え
る
と
い
う 

岡 

本 

博 

幸 


