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夏
の
風
物
詩
の
一
つ
に
「
風
鈴
」
が
あ
り
ま
す
ね
。

風
鈴
は
、
金
属
や
ガ
ラ
ス
な
ど
で
お
椀
型
の
形
を
し

て
い
る
も
の
が
多
い
で
す
。
内
側
に
舌
を
取
り
付
け
、

そ
の
紐
の
先
に
短
冊
を
付
け
て
風
受
け
を
良
く
し
ま

す
。
短
冊
が
風
を
受
け
る
と
、
舌
が
外
身
に
あ
た
り
、

音
が
鳴
り
ま
す
。
材
質
は
地
域
に
よ
っ
て
も
異
な
り

ま
す
。
岩
手
県
は
南
部
風
鈴(

鉄
製)

、
富
山
県
は
高

岡
風
鈴(

銅
製)

、
神
奈
川
県
は
小
田
原
風
鈴(

砂
張
製)

な
ど
が
あ
り
ま
す
。
音
は
金
属
製
は
リ
ー
ン
、
ガ
ラ

ス
は
チ
リ
ン
と
鳴
り
ま
す
。

風
鈴
は
仏
教
と
同
時
に
イ
ン
ド
ま
た
は
中
国
か
ら

日
本
に
入
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
時
は
寺
院

の
屋
根
に
吊
る
し
、
魔
除
け
の
意
味
が
あ
っ
た
よ
う

で
す
。
時
代
と
共
に
飾
る
場
所
、
材
質
な
ど
が
変
化

し
て
き
ま
し
た
。
風
鈴
は
癒
し
効
果
の
あ
る
音
が
魅

力
で
す
。
風
鈴
の
音
は
、
風
を
強
く
イ
メ
ー
ジ
さ
せ

ま
す
。
風
が
吹
く
こ
と
に
よ
り
、
体
感
温
度
が
下
が

る
た
め
、
涼
し
い
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
風

鈴
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、
夏
を
過
ご
す
の
は
い
か
が

で
し
ょ
う
。

日
本
の
夏
と
言
え
ば
花
火
で
す
ね
。
花
火
の

歴
史
は
古
い
で
す
。
日
本
の
花
火
第
一
号
は
、

一
五
八
九
年
に
伊
達
政
宗
が
鑑
賞
し
た
の
が
最

初
の
よ
う
で
す
。
お
も
ち
ゃ
花
火
は
、
一
六
五

九
年
に
初
代
鍵
屋
が
考
案
し
、
庶
民
か
ら
人
気

を
得
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
江
戸
の
他
で
は
、

三
河
や
近
畿
、
信
州
な
ど
で
大
人
気
だ
っ
た
と

の
こ
と
で
す
。
そ
の
際
に
江
戸
幕
府
は
、
火
薬

の
量
や
使
用
場
所
等
を
指
定
し
て
、
安
全
対
策

を
指
示
し
た
よ
う
で
す
。
そ
の
後
、
明
治
時
代

初
期
に
塩
素
酸
カ
リ
ウ
ム
や
バ
リ
ウ
ム
な
ど
の

彩
色
光
剤
が
輸
入
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の

花
火
は
赤
橙
色
が
主
で
し
た
が
、
赤
や
緑
な
ど

の
色
が
出
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
日
本
の

花
火
は
、
世
界
有
数
の
技
術
が
あ
り
ま
す
。
残

念
な
が
ら
今
年
の
花
火
大
会
は
中
止
に
な
る
も

の
が
多
い
で
す
が
、
ご
家
族
で
花
火
を
す
る
の

も
良
い
で
す
ね
。

～７月《文月》～
ふみづき（ふづき）

１日 国民安全の日 ２１日 土用の丑
建築士の日 ２２日 大暑

４日 米国独立記念日 ２３日 海の日
梨の日 ふみの日

７日 小暑・七夕・川の日 ２５日 かき氷の日
１０日 納豆の日 ２６日 日光の日
１５日 中元



バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
の
語
源

入
道
雲

冷

奴

暑
い
日
に
は
、
冷
奴
が
美
味
し
い
で
す
ね
。

そ
の
冷
奴
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、
冷
奴
と

は
「
冷
や
し
た
豆
腐
（
絹
ご
し
豆
腐
、
木
綿
豆

腐
の
双
方
が
使
用
さ
れ
る
）
の
上
に
薬
味
を
の

せ
た
り
、
調
味
料
を
使
用
し
て
食
べ
る
日
本
の

料
理
で
あ
る
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
語
源
は
、

食
材
を
大
き
く
四
角
に
切
る
「
奴
に
切
る
」
と

い
う
切
り
方
に
由
来
す
る
説
と
、
「
冷
や
っ
こ

い
」
か
ら
転
じ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
が
あ

り
ま
す
。
地
域
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
食
べ
方

が
あ
り
、
石
川
県
や
関
西
地
方
の
一
部
で
は
シ

ョ
ウ
ガ
で
は
な
く
カ
ラ
シ
を
の
せ
る
ほ
か
、
山

形
県
で
は
郷
土
料
理
の
「
だ
し
」
を
か
け
る
な

ど
、
地
方
独
自
の
食
べ
方
が
あ
り
ま
す
。
み
な

さ
ん
は
ど
ん
な
ト
ッ
ピ
ン
グ
が
好
き
で
す
か
？

い
ろ
い
ろ
な
食
べ
方
を
試
し
て
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
。

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
の
語
源
は
ス
ペ
イ
ン
語
で
丸
焼

き
を
意
味
す
る
『
バ
ル
バ
コ
ア
』
で
す
。
こ
れ
が

英
語
圏
に
伝
わ
っ
て
『
（
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
）
』
に
変

化
し
ま
し
た
。
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
は
「
野
外
炉
で
焼

い
た
肉
、
野
菜
、
魚
介
類
」
の
こ
と
で
、
基
本
「
丸

焼
き
」
で
す
。

バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
と
焼
肉
に
違
い
は
あ
る
の
で
し

ょ
う
か
？
日
本
の
焼
肉
は
鍋
料
理
の
影
響
を
受
け

継
い
で
お
り
「
焼
き
な
が
ら
食
べ
る
」
と
い
う
ス

タ
イ
ル
で
す
が
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
は
「
全
て
焼
い

た
後
に
お
皿
に
盛
り
付
け
て
食
べ
る
」
と
い
う
ス

タ
イ
ル
で
す
。

ア
メ
リ
カ
の
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
ス
タ
イ
ル
で
は
、

日
本
の
焼
肉
奉
行
の
よ
う
に
「
焼
い
て
い
る
人
は

食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
現
象
は
起
き

な
い
の
で
す
ね
。

つ
ま
り
簡
単
に
両
者
を
比
較
す
る
と
「
焼
肉
は

食
べ
な
が
ら
焼
く
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
は
焼
き
終
え

て
食
べ
る
」
と
い
う
違
い
が
あ
り
ま
す
。

入
道
雲
は
一
年
中
発
生
し
て
い
ま
す
。
夏
の

季
語
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
夏
場
に
よ
く

見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
入
道
雲
、
と
い
う
名

前
の
由
来
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
入
道
、
つ

ま
り
お
坊
さ
ん
の
坊
主
頭
に
似
て
い
る
こ
と
か

ら
、
入
道
雲
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

地
域
に
よ
っ
て
岩
雲
や
舞
茸
雲
な
ど
、
色
々
な

呼
び
方
が
あ
り
ま
す
。
関
東
で
は
坂
東
太
郎
と

呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。
人
の
名
前
？
と

不
思
議
に
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
利
根
川
の
こ

と
で
す
。
坂
東
と
は
関
東
平
野
の
か
つ
て
の
呼

び
名
で
す
。
そ
の
地
域
を
流
れ
る
最
大
の
川
で

あ
る
、
現
在
の
利
根
川
を
坂
東
の
長
男
と
し
て

坂
東
太
郎
と
名
付
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の

川
の
方
向
か
ら
生
ま
れ
る
雲
と
い
う
こ
と
で
、

坂
東
太
郎
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
他
の
地
域
で
も
こ
の
習
慣
が
あ
り
、

丹
波
太
郎
や
ら
四
国
三
郎
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が

あ
る
よ
う
で
す
。



漢
字
読
め
ま
す
か
？

流
し
そ
う
め
ん

夏
の
風
物
詩
の
流
し
そ
う
め
ん
。
発
祥
は
宮
崎

県
高
千
穂
町
で
、
実
は
昭
和
三
十
年
生
ま
れ
と
比

較
的
最
近
の
食
べ
方
な
の
で
す
。
暑
い
夏
の
野
良

仕
事
の
際
に
外
で
そ
う
め
ん
を
茹
で
、
竹
と
高
千

穂
峡
の
冷
水
を
利
用
し
て
涼
を
得
た
こ
と
か
ら
、

思
い
つ
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

流
し
そ
う
め
ん
は
、
竹
を
縦
半
分
に
割
り
、
水

と
そ
う
め
ん
を
一
緒
に
流
し
、
流
れ
て
き
た
そ
う

め
ん
を
お
箸
で
す
く
い
な
が
ら
食
べ
ま
す
。
竹
の

準
備
に
ひ
と
苦
労
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
楽
し
み

の
一
つ
で
す
。
お
子
様
た
ち
と
ワ
イ
ワ
イ
賑
や
か

に
流
し
そ
う
め
ん
パ
ー
テ
ィ
ー
は
い
か
が
で
す

か
？
ま
た
テ
ー
ブ
ル
の
周
り
を
流
れ
る
水
流
で
食

べ
る
の
は
「
そ
う
め
ん
流
し
」
と
言
い
、
人
工
的

に
水
流
を
作
り
そ
う
め
ん
を
食
べ
る
と
い
う
も
の

で
す
。
「
流
し
そ
う
め
ん
」
は
竹
樋
流
し
、
「
そ
う

め
ん
流
し
」
は
テ
ー
ブ
ル
流
し
、
な
の
で
す
。

ブ
ロ
グ
記
事
ご
紹
介

※ブログ記事は毎日更新！
ぜひご覧ください！！
http://daigo.kazelog.jp/

＜6月3日掲載記事＞

今
回
は
「
家
」
に
関
す
る
漢
字
を
集
め
て
み
ま

し
た
。
次
の
漢
字
を
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

①
庇(

日
除
け
や
雨
除
け
用
の
屋
根)

②
蹴
上
げ(

階
段
一
段
の
高
さ)

③
踏
面(

階
段
一
段
の
上
面
の
幅)

④
長
押(

複
数
の
柱
の
間
を
水
平
方
向

へ
つ
な
ぐ
部
材)

⑤
破
風
板(

屋
根
の
先
に
あ
る
装
飾
板)

⑥
三
和
土(
土
間
・
石
敷
き
の
廊
下)

⑦
腕
木(

柱
か
ら
横
に
差
出
し
た
部
材)

⑧
乱
尺(

長
さ
が
不
揃
い)

⑨
金
角(

丸
み
の
な
い
柱)

◎
先
日
、
お
客
様
の
お
宅
で
、
給
湯
器
の
交
換

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
使
っ
て
い
る
給
湯

器
か
ら
エ
ラ
ー
コ
ー
ド
が
頻
繁
に
で
て
い
て
、
い

つ
壊
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
交
換
し
た
い
と
の

こ
と
で
し
た
。
み
な
さ
ん
も
お
使
い
に
な
っ
て
い

る
給
湯
器
に
以
下
の
症
状
が
出
て
き
た
ら
要
注
意

で
す
。

□
水
温
が
一
定
し
な
い

□
本
体
か
ら
水
が
漏
れ
る

□
異
音
が
す
る

□
エ
ラ
ー
コ
ー
ド
が
頻
繁
に
表
示
さ
れ
る

そ
れ
以
外
で
ご
心
配
の
事
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

リ
フ
ォ
ー
ム
部

越
田
裕
紀



<発行>

住まいの事なら
何でもご相談ください！

住所 富岡市上小林216-2

0120-388-406（通話料無料）

次回発行予定日 7/25 (土)

『イベント中止のご連絡』
◎今年の『網戸フェア』と『木工教室』は、新型コロナ

ウイルスの影響を考慮し、中止と致しました。

楽しみにされていた方には大変申し訳ありませんが、

ご理解ご了承のほどお願いいたします。

『木工キット販売について』
なお、木工教室の代わりに【木工キット】の販売を行います。

キットの種類は、「本立て」「貯金箱」「ミニ縁台」「ミニ机」「イス」

です。先着各5名様(合計25名)に500円(税込)にて販売致します。

・小学生のお子様がいらっしゃるご家族に限り、1家族1セットとさせてい

ただきます。

・キットの内容は「材木、釘、図面」です。

（道具等はお客様でご用意ください）

・ご来社いただける方のみを対象とさせていただきます。

詳細は、ホームページをご確認ください。ホームページには完成した見

本の写真を掲載しております。皆様からのご連絡お待ちしております。

お問い合わせは、0120-388-406までお願い致します。

漢
字
読
め
ま
す
か
？

解
答

①
ひ
さ
し(

庇)

②
け
あ
げ(

蹴
上
げ)

③
ふ
み
づ
ら(

踏
面)

④
な
げ
し(

長
押)

⑤
は
ふ
い
た(

破
風
板)

⑥
た
た
き(

三
和
土)

⑦
う
で
ぎ(

腕
木)

⑧
ら
ん
じ
ゃ
く(

乱
尺)

⑨
き
ん
か
く(

金
角)

「大五建設ブログ」
過去の「暮らしの瓦版」は

大五建設のホームページ
からご覧いただけます。

大五建設 で


