
ＶＧ槻輪だより 会報第 126号                                 ２   
ふ
る
さ
と
農
園 

３
月 
啓
蟄
の
月
の
農
園 

 
 

啓
蟄
の
月
と
も
な
る
と
今

ま
で
寒
さ
で
変
化
の
な
か
っ

た
畑
が
明
る
く
な
る
。 

ナ
ノ
ハ
ナ
が

黄
色
く
一
斉

に
咲
く
。
エ

ン
ド
ウ
は
藁

の
マ
ン
ト
の

陰
で
白
い
花

が
下
向
い
て

い
ま
す
。 

あ
れ
～
あ
れ
、

水
菜
に
花
が
咲
い
て
い
ま
す
。

ソ
ラ
マ
メ
に
も
花
の
め
か
な
。 
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会
員
だ
よ
り 

熊
野
古
道
伊
勢
路 

「
松
本
峠
を
越
せ
ば 

熊
野
本
山
へ
あ
と
一
歩
」 

 

熊
野
古
道
伊
勢
か
ら
の
参

詣
道
も
今
回
の
松
本
峠
を
越

せ
ば
、
た
だ
一
途
、
古
人
に

と
っ
て
は
殆
ど
満
願
成
就
に

近
い
思
い
で
、
歩
を
速
め
た

事
で
あ
ろ
う
。
三
重
県
の
南

端
の
尾
鷲
市
を
過
ぎ
、
熊
野

市
に
入
っ
て
、
大
泊
海
岸
で

バ
ス
下
車
。
夏
の
花
火
大
会

に
は

17
万
人
の
人
が
訪
れ

る
と
語
り
部
さ
ん
は
自
慢
す

る
。
き
っ
と
太
平
洋
を
背
に

打
ち
上
が
る
花
火
は
豪
快
で

あ
ろ
う
。
今
日
の
語
り
部
さ

ん
は
御
夫
婦
で
、
夫
々
約
20

人
の
グ
ル
ー
プ
を
担
当
さ
れ

る
。
山
に
入
っ
て
い
る
間
、

夫
婦
喧
嘩
し
な
い
か
ら
と
冗

談
を
言
わ
れ
、
幸
せ
そ
う
。 

 
 

松
本
峠
は
高
低
差
１
３

５
ｍ
で
ち
ょ
っ
と
甘
く
み
て

い
た
が
、
食
後
準
備
運
動
を

し
た
だ
け
で
、
登
り
は
じ
め

た
の
で
、
１
段
１
段
が
き
つ

い
。
江
戸
時
代
の
美
し
い
石

畳
は
苔
む
し
て
自
然
と
歴
史

を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
し

ば
ら
く
登
る
と
石
畳
の
図
柄

と
言
お
う
か
石
目
と
い
お
う

か
、
勝
手
の
違
う
所
が
あ
る
。

語
り
部

さ
ん
の

説
明
で

は
漁
師

と
網
元

が
刃
傷

沙
汰
を

起
こ
す

程
の
喧
嘩
を
し
、
奉
行
所
は

お
仕
置
き
の
変
わ
り
に
こ
の

山
道
の
整
備
を
申
し
つ
け
た

と
か
。
粋
な
有
益
な
裁
き
だ
。

峠
に
着
く
と
崖
の
上
に
人
間

の
背
丈
ほ
ど
の
お
地
蔵
さ
ん

が
す
く
っ
と
立
ち
、
旅
人
を

見
守
っ
て
い
る
。
鉄
砲
名
人

が
タ
ヌ
キ
の
化
け
物
と
思
い
、

鉄
砲
を
打
ち
こ
ん
だ
と
い
う

傷
が
左
の
裾
の
下
に
あ
る
。

展
望
台
か
ら
日
本
渚
百
選
に

選
ば
れ
た
七
里
御
浜
（
し
ち

り
み
は
ま
）
が
見
事
に
見
渡

せ
る
。
こ
の
浜
は
速
玉
大
社

の
あ
る
新
宮
ま
で
西
に

25

Ｋ
続
く
。
東
の
海
岸
に
は
多

娥
丸
（
た
が
ま
る
）
と
い
う

海
賊
が
住
み
着
い
た
鬼
ケ
城

と
い
う
崖
っ
ぷ
ち
が
見
え
る
。

こ
の
海
岸
線
の
あ
ち
こ
ち
に

奇
岩
・
巨
岩
が
あ
り
、
夫
々

に
神
様
が
い
た
り
、
伝
説
が

生
ま
れ
や
す
い
土
地
ら
し
い
。

峠
を
下
る
と
そ
の
ま
ま
熊
野

市
の
街
中
に
入
る
。
鉄
砲
火

薬
店
や
レ
ト
ロ
な
家
屋
の
土

産
店
や
あ
ち
こ
ち
に
お
雛
様

の
展
示
等
で
観
光
客
を
楽
し

ま
せ
て
く
れ
る
。
市
中
に
あ

る
笛
吹
き
橋
は
平
安
時
代
に

征
夷
大
将
軍
・
坂
上
田
村
麻

呂
が
海
賊
征
伐
を
祝
っ
て
、

横
笛
と
太
鼓
で
こ
の
橋
を
渡

っ
た
と
か
。 

「
熊
野
灘
の
激
し
さ
を 

巨
岩
が
守
る
」 

 

国
道

42
号
線
を
渡
る
と

目
の
前
は
ま
さ
に
熊
野
灘
。

そ
の
海
に
向
っ
て
吠
え
る
が

ご
と
く
口
を
開
け
て
い
る
獅

子
岩
が
あ
る
。
５
月
中
旬
の

朝
に
は
朝
日
を
、
12
月
頃
の

夕
刻
に
は
満
月
を
咥
え
る
獅

子
が
写
真
に
撮
れ
る
と
い
う

こ
と
で
撮
影
場
所
の
取
り
合

い
に
な
る
ら
し
い
。
人
面
岩

の
真
中
に
戸
が
は
め
込
ま
れ

て
い
る
。
或
る
時
代
、
牢
獄

に
使
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

展
望
台
か
ら
見
た
七
里
御
浜

を
歩
い
て
み
る
。
こ
ん
な
丸

い
石
で
覆
い
尽
さ
れ
た
美
し

い
海
岸
は
初
め
て
だ
。
海
岸

か
ら
花
の
窟
（
は
な
の
い
わ

や
）
神
社
の
御
神
体
の
巨
岩

が
私
に
は
梟
の
顔
の
よ
う
に

見
え
る
。
日
本
最
古
の
神
社

に
お
参
り
す
る
。
社
殿
が
な

く
、
こ
の
45
ｍ
の
巨
岩
が
ご

神
体
で
あ
る
。
２
月
と
10
月

に
花
や
扇
子
を
付
け
た
百
数

十
ｍ
の
２
本
の
綱
を
岩
の
上

か
ら
海
岸
ま
で
氏
子
や
参
拝

者
や
観
光
客
が
引
っ
張
る
神

事
が
あ
る
。
参
拝
者
は
は
エ

ル
サ
レ
ム
の
嘆
き
の
壁
の
ご

と
く
、
頭
を
岩
に
押
し
付
け

て
祈
れ
ば
良
い
ら
し
い
。
御

神
体
の
前
に
、
イ
ザ
ナ
ミ
ノ

ミ
コ
ト
の
墓
が
あ
る
。
こ
の

神
様
は
多
く
の
神
を
産
み
、

最
後
に
こ
の
地
で
火
の
神
様

を
産
み
、
自
分
の
体
が
焼
き

尽
く
さ
れ
て
亡
く
な
っ
た
と

ま
た
こ
れ
も
伝
説
。 

 
 

今
日
歩
い
た
石
畳
の
道
も

七
里
御
浜
も
巨
岩
群
も
神
社

も
世
界
遺
産
、
石
一
つ
、
木

の
葉
一
枚
も
持
ち
帰
れ
な
い
。

聖
域
内
に
あ
る
「
な
ぎ
の
木
」 

の
葉
を
他
所
で
用
意
し
て
下

さ
っ
て
い
た
。
日
本
の
暖
か

い
土
地
で
自
生
し
て
い
る
が
、

熊
野
地
方
で
は
神
木
と
さ
れ
、

鏡
の
裏
や
お
守
り
袋
に
入
れ

て
災
難
除
け
に
す
る
と
か
、

私
も1

枚
戴
い
て
早
速
財
布

に
入
れ
、
遺
失
除
け
に
し
た
。 

 
 

Ｓ
・
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東
大
寺
二
月
堂
修
二
会 

お
水
取
り
・
お
松
明 

 

東
大
寺
二
月
堂
の
修
二
会

（
し
ゅ
に
え
）
は
、
天
平
勝

宝
４
年(

７
５
２)

、
東
大
寺

開
山
良
弁
僧
正
の
高
弟
、
実

忠
和
尚
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら

れ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。 

以
来
一
度
も
途
絶
え
る
こ
と

な
く
続
け
ら
れ
、
平
成
27
年

(

２
０
１
５)

に
は
１
２
６
４

回
を
数
え
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
の
法
会
は
、
現

在
で
は
３
月
１
日
よ
り
２

週
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
も
と
は
旧

暦
の
２
月
１
日
か
ら
行
わ

れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
二

月
に
修
す
る
法
会
と
い
う

意
味
を
こ
め
て
「
修
二
会
」

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
ま
た
二
月
堂
の
名
も

こ
の
こ
と
に
由
来
し
て
い
ま

す
。 

 

行
中
の
３
月
12
日

深
夜
（
13
日
の
午
前
１
時
半

頃
）
に
は
、「
お
水
取
り
」
と

い
っ
て
、
若

狭
井
と
い
う

井
戸
か
ら
観

音
さ
ま
に
お

供

え

す

る

「
お
香
水
」

を
汲
み
上
げ

る
儀
式
が
行

わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
行
を
勤
め
る
練

行
衆
の
道
明
か
り
と
し
て
、

夜
毎
、
大
き
な
松
明
に
火
が

と
も
さ
れ
、 

参
集
し
た
人
々

を
わ
か
せ
ま
す
。
こ
の
た
め

「
修
二
会
」
は
「
お
水
取

り
」
・
「
お
松
明
」
と
も
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

今
回
、
知
人
（
講
社
）
の

招
待
客
と
し
て
観
覧
さ
せ
て

頂
き
〝
大
松
明
と
お
水
取
り

の
行
〟
の
奥
深
さ
を
知
り
ま

し
た
。
篝
火
だ

け
の
明
か
り
で

深
夜
一
時
半
～

三
時
半
ま
で
静

寂
の
中
、
無
言

で
行
わ
れ
る
厳

粛
な
行
で
す
。 

Ｓ
・
Ｏ 


