
「
ち
い
さ
い
秋
見
つ
け
た
」

き
っ
と
誰
も
が
知
っ
て
い

る
有
名
な
童
謡
。
夏
の
暑
さ

が
和
ら
い
で
く
る
と
、
ふ
と

子
ど
も
の
頃
に
戻
っ
た
よ
う

に
そ
の
フ
レ
ー
ズ
が
頭
を
よ

ぎ
り
ま
す
。

真
夏
に
は
朝
か
ら
水
の
シ
ャ

ワ
ー
を
浴
び
て
い
た
の
が
少

し
ず
つ
寒
く
感
じ
て
き
た
り
、

寝
る
と
き
の
か
け
布
団
を
一

枚
増
や
し
た
り
、
あ
る
い
は

も
う
乾
い
て
い
る
と
思
っ
て

い
た
洗
濯
物
が
ま
だ
湿
っ
て

い
た
り
。
外
に
出
な
く
て
も

家
に
い
る
少
し
の
間
に
も
季

節
の
移
り
変
わ
り
を
感
じ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
ち
い
さ
い
秋
見
つ
け
た
」

と
思
っ
て
い
る
の
も
束
の
間
。

つ
い
こ
の
間
ま
で
半
袖
で
暑

が
っ
て
い
た
の
が
嘘
の
よ
う

に
、
あ
の
暑
さ
さ
え
も
恋
し

い
季
節
を
迎
え
て
い
ま
す
。

毎
年
同
じ
よ
う
に
迎
え
て

い
て
も
新
鮮
に
感
じ
ら
れ
、

そ
し
て
少
し
過
ご
し
方
に
戸

惑
う
季
節
の
変
わ
り
目
。
突

然
や
っ
て
く
る
わ
け
で
は
な

い
次
の
季
節
へ
の
小
さ
な
変

化
を
少
し
ず
つ
感
じ
な
が
ら

過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

四
季
と
い
う
一
つ
の
「
文
化
」

の
よ
う
な
も
の
を
重
ん
じ
る

日
本
人
な
ら
で
は
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

一
年
の
十
二
ヶ
月
を
半
分

に
分
け
た
二
十
四
節
気
。
さ

ら
に
そ
れ
を
五
日
ご
と
に
分

け
た
七
十
二
候
は
、
ま
る
で

「
ち
い
さ
い
秋
」
を
見
つ
け

る
よ
う
な
「
ち
い
さ
い
」
季

節
の
変
化
を
愛
で
る
た
め
に

あ
る
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

ち
な
み
に
こ
の
便
り
が
皆

さ
ま
の
と
こ
ろ
に
届
く
頃
は

七
十
二
候
の
「
橘
始
黄
」

（
た
ち
ば
な
は
じ
め
て
き
ば

む
）
と
い
う
第
六
十
候
。

柑
橘
類
の
実
が
黄
色
く
色

づ
く
こ
と
か
ら
名
付
け
ら
れ

た
そ
う
で
す
。

た
っ
た
ひ
と
月
の
間
に
六

度
も
移
り
変
わ
る
「
ち
い
さ

い
」
季
節
。
ち
ょ
っ
と
し
た

季
節
の
変
化
を
探
し
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
四

季
の
移
り
変
わ
り
を
七
十
二

度
感
じ
ら
れ
る
、
そ
ん
な
豊

か
な
一
年
を
過
ご
せ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

★
12
月
の
発
送
日

12
月
2
回
目
（
31
日
）
の

発
送
は
、
例
年
年
賀
状
な
ど

の
郵
便
事
情
の
影
響
を
考
慮

し
、
お
休
み
と
な
り
ま
す
。

そ
れ
に
伴
い
、
よ
り
多
く
の

お
手
紙
を
回
送
で
き
る
よ
う

に
す
る
た
め
、
通
常
15
日
の

発
送
を
12
月
19
日
に
変

更
致
し
ま
す
。
送
り
た
い
お

手
紙
が
あ
る
場
合
に
は
、

17
日
ま
で
に
事
務
局
に
到

着
す
る
よ
う
、
投
函
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

★
1
月
の
発
送
日

来
年
1
月
の
発
送
は
各
回

と
も
通
常
通
り
（
15
日
、
31

日
）
の
予
定
で
す
。
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手
紙
が
伝
え
る
ぬ
く
も
り
は
、
寒
い

冬
で
も
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
届
い
た

手
紙
を
開
い
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、

ほ
っ
と
で
き
る
瞬
間
や
非
日
常
を
感

じ
ら
れ
る
ワ
ク
ワ
ク
感
が
あ
る
。
最

近
の
様
子
な
ど
大
し
た
内
容
で
は
な

い
の
だ
が
、
そ
ん
な
遠
い
地
で
の
日
常

の
様
子
が
文
通
相
手
へ
の
想
像
を
か
き

立
て
る
。
何
気
な
い
様
子
を
伝
え
合
あ
っ

た
り
、
趣
味
や
思
い
を
語
り
あ
う
こ
と

の
大
切
さ
を
改
め
て
感
じ
る
ひ
と
時
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
文
面
の
中
に
垣

間
見
え
る
こ
ち
ら
を
気
遣
う
、
目
に
は

見
え
な
い
優
し
さ
が
そ
の
人
の
ぬ
く
も

り
を
伝
え
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
い

つ
も
は
冗
談
や
お
茶
目
な
内
容
で
手
紙

の
交
換
を
楽
し
ん
で
い
て
も
、
こ
ち
ら

の
変
化
を
敏
感
に
察
し
て
く
れ
て
い
る

こ
と
が
素
直
に
嬉
し
い
。
手
紙
の
中

に
散
ら
ば
る
、
ま
だ
見
ぬ
相
手
か
ら

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
世
界
で
一
つ
の
宝

物
。
そ
し
て
何
よ
り
手
紙
で
つ
な
が
る

友
人
が
全
国
に
で
き
る
こ
と
は
、
人
生

の
楽
し
み
の
一
つ
だ
ろ
う
。

全国を結ぶ

手紙の架け橋

宝
探
し

風船便はいつでも誰でも参
加できますが、その受取は新
規の方へ優先されます。
誰に届くかは風次第…。送

り方は簡単♪下の風船便切手
を切り取って手紙に貼り宛名
に「風船便を受け取った方へ」
と書いて、差出人名を書くだ
けです。あ
とは、事務
局宛の返信
用封筒に同
封下さい。
今までにな
い交流の始
まりです。

次
回
発
送
日


