
雪　
解　
け　
の　
音　
が　
春　
の　
訪　
れ　
を　
知　
ら　
せ　
、　
但　

馬　
に　
も　
華　
や　
ぐ　
季　
節　
が　
や　
っ　
て　
こ　
よ　
う　
と　
し　

て　
い　
ま　
す　
。　

自　
転　
車　
を　
こ　
の　
上　
な　
く　
愛　
す　
る　
高　
村　
久　

男　
さ　
ん　
は　
、　ハ　
ン　
ド　
メ　
イ　
ド　
の　
自　
転　
車　
を　
つ　

く　
る　
職　
人　
で　
す　
。　
生　
ま　
れ　
も　
育　
ち　
も　
大　
阪　

の　
高　
村　
さ　
ん　
が　
、　
奥　
さ　
ん　
の　
故　
郷　
で　
あ　
る　
朝　

来　
町　
に　
自　
転　
車　
工　
房　
を　
か　
ま　
え　
て　
７　
年　
。　

「　
空　
気　
が　
き　
れ　
い　
で　
自　
然　
の　
豊　
か　
な　
場　
所　

に　
住　
み　
た　
い　
と　
思　
い　
朝　
来　
町　
へ　
来　
ま　
し　
た　
」　

大　
学　
時　
代　
か　
ら　
サ　
イ　
ク　
リ　
ン　
グ　
ク　
ラ　
ブ　
に　

所　
属　
し　
、　
自　
転　
車　
で　
日　
本　
全　
国　
津　
々　
浦　
々　

ま　
で　
旅　
を　
し　
て　
い　
た　
と　
い　
い　
ま　
す　
。　

大　
学　
卒　
業　
後　
、　
大　
阪　
の　
自　
転　
車　
部　
品　
卸　

屋　
の　
制　
作　
部　
門　
で　
３　
年　
間　
修　
行　
を　
積　
み　
、　
制　

作　
部　
門　
閉　
鎖　
を　
機　
に　
独　
立　
し　
ま　
し　
た　
。　
お　

店　
か　
ら　
の　
注　
文　
を　
受　
け　
、　フ　
レ　
ー　
ム　
を　
つ　
く　

る　
の　
が　
高　
村　
さ　
ん　
の　
仕　
事　
。　
も　
ち　
ろ　
ん　
、　
個　

人　
か　
ら　
の　
注　
文　
も　
受　
け　
付　
け　
、　
完　
成　
品　
も　
納　

品　
し　
ま　
す　
。　

ひ　
と　
く　
ち　
に　
自　
転　
車　
と　
い　
っ　
て　
も　
、　い　
ろ　

い　
ろ　
種　
類　
が　
あ　
り　
、　
大　
き　
く　
４　
種　
類　
に　
分　
類　

さ　
れ　
ま　
す　
。　
長　
距　
離　
を　
走　
る　
ツ　
ー　
リ　
ン　
グ　

車　
、　
日　
常　
よ　
く　
使　
わ　
れ　
る　
軽　
快　
車　（　
マ　
マ　
チ　
ャ　

リ　
）　、　
山　
な　
ど　
を　
走　
る　
Ｍ　
Ｔ　
Ｂ　（　
マ　
ウ　
ン　
テ　
ン　

バ　
イ　
ク　
）　、　
競　
技　
用　
の　
ロ　
ー　
ド　
レ　
ー　
サ　
ー　
。　
現　

在　
、　
高　
村　
さ　
ん　
の　
受　
け　
る　
仕　
事　
の　
８　
割　
は　
競　

技　
用　
自　
転　
車　
、　
残　
り　
の　
２　
割　
が　
趣　
味　
で　
乗　
ら　

れ　
る　
方　
だ　
と　
い　
い　
ま　
す　
。　

「　
自　
転　
車　
の　
世　
界　
は　
奥　
が　
深　
く　
て　
、　
け　
っ　
こ　

う　
マ　
ニ　
ア　
ッ　
ク　
な　
こ　
だ　
わ　
り　
を　
持　
っ　
て　
お　
ら　
れ　
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トライアスロン用競技自転車

ハンドメイドの

自転車をつくる
●

高村久男さん
（朝来町）

る　
お　
客　
さ　
ん　
も　
多　
い　
ん　
で　
す　
よ　
。　
オ　
リ　
ジ　
ナ　

ル　
デ　
ザ　
イ　
ン　
の　
自　
転　
車　
を　
つ　
く　
っ　
て　
ほ　
し　
い　

と　
相　
談　
さ　
れ　
る　
と　
、　
企　
画　
に　
始　
ま　
り　
、　
デ　
ザ　

イ　
ン　
、　
設　
計　
、　
素　
材　
選　
び　
と　
、　
あ　
れ　
こ　
れ　
考　

え　
、　
１　
年　
越　
し　
で　
完　
成　
さ　
せ　
る　
こ　
と　
も　
あ　
り　

ま　
す　
」　

こ　
れ　
ま　
で　
に　
２　
人　
乗　
り　
自　
転　
車　
な　
ど　

数　
々　
の　
オ　
リ　
ジ　
ナ　
ル　
自　
転　
車　
を　
手　
が　
け　
て　
き　

ま　
し　
た　
。　
一　
番　
難　
し　
い　
の　
は　
、　
前　
輪　
と　
後　
輪　

が　
一　
平　
面　
に　
な　
り　
、　
き　
ち　
っ　
と　
芯　
の　
通　
っ　
た　

自　
転　
車　
を　
つ　
く　
る　
こ　
と　
。　
芯　
が　
通　
っ　
た　
自　
転　

車　
は　
手　
を　
離　
し　
て　
も　
、　
ま　
っ　
す　
ぐ　
進　
み　
ま　
す　
。　

こ　
こ　
が　
技　
術　
と　
経　
験　
の　
見　
せ　
ど　
こ　
ろ　
。　

「　
自　
分　
の　
つ　
く　
っ　
た　
自　
転　
車　
が　
優　
勝　
し　
た　
時　

や　
、　ツ　
ー　
リ　
ン　
グ　
車　
で　
旅　
先　
か　
ら　
絵　
ハ　
ガ　
キ　
を　

送　
っ　
て　
も　
ら　
っ　
た　
り　
す　
る　
時　
が　
、　
自　
転　
車　
を　
つ　

く　
っ　
て　
い　
て　
よ　
か　
っ　
た　
と　
思　
う　
時　
で　
す　
ね　
」　

高　
村　
さ　
ん　
自　
身　
は　
、　
な　
か　
な　
か　
自　
転　
車　
に　

乗　
る　
時　
間　
が　
と　
れ　
な　
い　
と　
嘆　
き　
の　
声　
。　
自　
転　

車　
に　
乗　
る　
楽　
し　
さ　
も　
苦　
し　
さ　
も　
知　
っ　
て　
い　
る　

高　
村　
さ　
ん　
だ　
か　
ら　
こ　
そ　
、　
乗　
る　
人　
の　
こ　
と　
を　

考　
え　
た　
自　
転　
車　
を　
つ　
く　
る　
こ　
と　
が　
で　
き　
る　
の　

で　
す　
ね　
。　

「　
人　
は　
そ　
れ　
ぞ　
れ　
に　
手　
足　
の　
長　
さ　
が　
違　
い　

ま　
す　
。　
自　
分　
に　
あ　
っ　
て　
い　
な　
い　
自　
転　
車　
に　
長　

時　
間　
乗　
る　
と　
、　へ　
ん　
な　
と　
こ　
ろ　
に　
力　
が　
入　
っ　

て　
疲　
れ　
が　
倍　
増　
し　
ま　
す　
よ　
」　と　
ア　
ド　
バ　
イ　
ス　
。　

こ　
れ　
か　
ら　
暖　
か　
く　
な　
っ　
て　
、　
サ　
イ　
ク　
リ　
ン　

グ　
に　
絶　
好　
の　
季　
節　
が　
や　
っ　
て　
き　
た　
ら　
、　
さ　

っ　
そ　
う　
と　
但　
馬　
の　
木　
立　
を　
走　
り　
抜　
け　
る　
の　

も　
い　
い　
で　
す　
ね　
。　

豊岡市大手町4-5 TEL.0796-22-0764  FAX.0796-29-0764  jg@764.fm
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め　
、　
毎　
年　
20
名　
く　
ら　
い　
で　「　
御　
柱　
松　
」　
を　
つ　
く　

っ　
て　
い　
る　
。　
女　
竹　
な　
ど　
を　
用　
い　
て　「　
お　
鉢　
」　
と　

呼　
ば　
れ　
る　
鉢　
型　
の　
も　
の　
を　
つ　
く　
り　
、　
中　
に　
わ　

ら　
を　
詰　
め　
、　「　
御　
柱　
松　
」　と　
呼　
ば　
れ　
る　
葉　
付　
き　

の　
生　
松　
の　
木　
に　
絡　
み　
つ　
け　
、　
鉢　
型　
の　
上　
部　
に　

わ　
ら　
人　
形　
を　
仕　
立　
て　
、　
円　
山　
川　
河　
川　
敷　
に　

立　
ち　
上　
げ　
る　
。　
14
日　
の　
夕　
方　
に　
火　
を　
つ　
け　

る　
の　
だ　
。　
そ　
し　
て　
、　
そ　
の　
火　
は　
十　
二　
所　
神　
社　

本　
殿　
に　
奉　
納　
さ　
れ　
る　
。　
こ　
の　
日　
は　
な　
ぜ　
か　
、　

幸　
姫　
の　
言　
葉　
通　
り　
南　
風　
が　
強　
く　
吹　
く　
と　
い　

う　
。　
現　
在　
で　
は　
、　
五　
穀　
豊　
穣　
と　
厄　
よ　
け　
を　
願　

う
行
事
と　
し　
て　
お　
こ　
な　
っ　
て　
い　
る
。　

ま　
た　
、　
昭　
和　
９　
年　
の　
台　
風　
で　
堤　
防　
が　
決　
壊　

し　
、　
昭　
和　
11
年　
、　
十　
二　
所　
神　
社　
を　
４　
ｍ　
ほ　
ど　

か　
さ　
上　
げ　
工　
事　
を　
し　
た　
時　
に　
、　
京　
都　
大　
学　
の　

調　
査　
が　
お　
こ　
な　
わ　
れ　
、　
本　
殿　
の　
下　
か　
ら　
、　
傘　

の　
台　
、　
小　
刀　
、　
金　
襴　
の　
着　
物　
の　
端　
な　
ど　
が　
出　

て　
き　
た　
と　
い　
う　
。　
そ　
れ　
ら　
の　
も　
の　
が　
、　
何　
を　

意
味
し　
て　
い　
る　
の　
か　
は
わ　
か　
っ　
て　
い　
な　
い　
。　

今　
年　
も　
天　
を　
焦　
が　
し　「　
御　
柱　
祭　
」　
が　
お　
こ　

な
わ
れ
る
。　

協
力

松
岡
区
長
　
竹
中

巌
さ
ん

日　
市　
、　
十　
日　
通　
る　
豊　

岡　
そ　
の　
先　
は　
人　
を　
取　

る　
一　
日　
市　
で　
、　
合　
わ　

せ　
て　
二　
十　
日　
は　
か　
か　

り　
ま　
し　
ょ　
う　
」　
と　
答　
え　

た　
。　
し　
か　
し　
、　
こ　
れ　
は　

偽　
り　
で　
ほ　
ん　
と　
う　
は　

三　
里　（　
12
km
）　に　
も　
た　

ら　
ぬ　
道　
で　
あ　
っ　
た　
。　
だ　

が　
、　
老　
婆　
の　
言　
葉　
を　

信　
じ　
た　
幸　
姫　
は　
泣　
き　
崩　
れ　
、　「　
も　
う　
二　
、　
三　

日　
の　
旅　
さ　
え　
お　
ぼ　
つ　
か　
な　
い　
の　
に　
、　
こ　
れ　
か　

ら　
ま　
だ　
二　
十　
日　
も　
歩　
く　
と　
は　
…　
」　
と　
絶　
望　
さ　

れ　
た　
。　
産　
ま　
れ　
た　
ば　
か　
り　
の　
王　
子　
を　
石　
の　
上　

に　
寝　
か　
せ　
、　「　
死　
後　
南　
風　
と　
な　
っ　
て　
高　
屋　
に　
達　

し　
ま　
し　
ょ　
う　
」　
と　
言　
い　
残　
し　
、　
円　
山　
川　
に　
入　

水　
さ　
れ　
た　
の　
で　
あ　
っ　
た　
。　
残　
さ　
れ　
た　
王　
子　
は　

高　
屋　
の　
本　
井　
氏　
に　
育　
て　
ら　
れ　
、　
光　
妙　
寺　（　
現　

在　
の　
豊　
岡　
市　
光　
行　
寺　
）　に　
入　
り　
、　
出　
家　
し　
て　

浄　
円　
と　
い　
う　
お　
坊　
さ　
ん　
に　
な　
ら　
れ　
た　
と　
伝　

え　
ら
れ
て　
い　
る
。　

そ　
の　
こ　
と　
を　
知　
っ　
た　
村　
の　
人　
々　
は　
、　
こ　
の　

老　
婆　
を　
火　
あ　
ぶ　
り　
に　
し　
た　
。　
そ　
の　
後　
、　
毎　
年　

こ　
の　
頃　
に　
な　
る　
と　
、　
決　
ま　
っ　
た　
よ　
う　
に　
洪　
水　

が　
起　
き　
て　
、　
人　
々　
を　
苦　
し　
め　
た　
の　
で　
、　
幸　
姫　

の　
霊　
を　
十　
二　
所　
神　
社　
に　
祀　
っ　
た　
と　
い　
う　
。　
神　

社　
の　
前　
に　
は　
そ　
の　
時　
の　
身　
投　
げ　
石　
が　
あ　
っ　
た　

と　
い　
わ
れ
て　
い　
る
。　

最　
近　
ま　
で　
は　
、　
上　
郷　

か　
み　
の　
ご　
う　

・　
松　
岡　
・　
府　
市　
場　

ふ

い

ち

ば

・　

土　
居　

ど

い

・　
芝　
の　
地　
で　「　
御　
柱　
祭　
」　
を　
お　
こ　
な　
っ　
て　

い　
た　
が　
、　
今　
は　
松　
岡　
区　
だ　
け　
に　
残　
さ　
れ　
て　
い　

る　
。　
松　
岡　
区　
の　
人　
々　
は　
隣　
保　
で　
当　
番　
を　
決　

春　
、　
ま　
っ　
盛　
り　
の　
４　
月　
14
日　
、　
日　
高　
町　
松　

岡　
に　
あ　
る　
十　
二　
所　

じ
ゅ
う
に
し
ょ

神　
社　
前　
の　
円　
山　
川　
河　
川　

敷　
に　
、　
巨　
大　
な　
「　
御　
柱　
松　
」　が　
登　
場　
す　
る　
。　
ず　

っ　
と　
昔　
か　
ら　
伝　
え　
ら　
れ　
る　
「　
御　
柱　
祭　
」　の　
準　

備　
だ　
。　
俗　
に　
「　
ば　
ば　
焼　
き　
」　
と　
呼　
ば　
れ　
て　
い　

る　
。　
起　
源　
に　
つ　
い　
て　
は　
定　
か　
で　
は　
な　
い　
が　
、　

明　
治　
５　
年　
の　『　
十　
二　
所　
神　
社　
縁　
記　
書　
』　に　
、　い　

わ　
れ　
が　
記　
さ　
れ　
て　
お　
り　
、　
さ　
ら　
に　
古　
く　
か　
ら　

行　
わ　
れ　
て　
い　
た　
と　
思　
わ　
れ　
て　
い　
る　
。　
そ　
し　
て　
、　

こ　
こ　
に　
は
悲
し　
い　
話
が
伝
え　
ら
れ
て　
い　
た　
。　

今　
か　
ら　
７　
０　
０　
年　
以　
上　
も　
昔　
、　
後　
鳥　
羽　
上　

皇　
ら　
は　
鎌　
倉　
幕　
府　
打　
倒　
の　
兵　
を　
挙　
げ　
、　
執　

権　
北　
条　
義　
時　

ほ　
う　
じ　
ょ　
う　
よ　
し　
と　
き　

を　
中　
心　
と　
す　
る　
幕　
府　
軍　
に　
鎮　

圧　
さ　
れ　
た　
事　
件　
、　
承　
久　

じ　
ょ　
う　
き　
ゅ　
う　

の　
乱　（　
１　
２　
２　
１　
年　
）　

を　
起　
こ　
し　
た　
。　
後　
鳥　
羽　
上　
皇　
の　
第　
三　
子　
で　
あ　

る　
雅　
成　
親　
王　

ま
さ
な
り
し
ん
の
う

は　
責　
任　
を　
追　
及　
さ　
れ　
て　
、　
現　

在　
の　
豊　
岡　
市　
高　
屋　
（　
は　
っ　
き　
り　
と　
は　
わ　
か　
っ　

て　
い　
な　
い　
）　へ　
流
罪
と
な　
っ　
た　
。　

雅　
成　
親　
王　
の　
妃　
の　
幸　
姫　
が　
夫　
君　
の　
あ　
と　
を　

慕　
っ　
て　
、　
懐　
妊　
の　
身　
に　
も　
か　
か　
わ　
ら　
ず　
、　
三　
十　

余　
里　
の　
道　
を　
歩　
き　
、　
日　
高　
町　
松　
岡　
村　
ま　
で　
た　

ど　
り　
着　
い　
た　
。　
こ　
の　
時　
、　
幸　
姫　
は　
急　
に　
産　
気　

づ　
か　
れ　
王　
子　
が　
誕　
生　
し　
た　
。　

不　
安　
な　
思　
い　
の　
幸　
姫　
は　「　
あ　

と　
ど　
れ　
く　
ら　
い　
で　
、　
高　
屋　
に　
着　

く　
の　
で　
し　
ょ　
う　
か　
」　
と　
老　
婆　
へ　

た　
ず　
ね　
た　
と　
こ　
ろ　
、　
老　
婆　
は　

「　
高　
屋　
ま　
で　
は　
、　
九　
日　
通　
る　
九　

さ
4.5  
ｍ
も
あ
る　「
御
柱
松
」　に
火
を
放
つ
　
　
　
　
　
　

悲　
し　
い　
伝　
説　
が　
伝　
え　
ら　
れ　
、　
こ　
の　
日　
は　
南　
風　
が　
強　
く　
吹　
く　
と　
い　
う　
。　

高

「
御
柱
祭
」　

松岡の御柱祭

4月14日（日）／日高町松岡円山川河川敷

お

と

う

ま

つ

お
と
う
ま
つ
り

わら人形

女竹

御柱松

わら

■全国手織つむぎ博
3月9日（土）・10日（日）・11日（月）
姫路市文化会館（要予約）

■大 創 業 祭
5月11日（土）～20日（月）
当店雅の間

振袖～おしゃれ紬、和雑貨、こだわ
り品。四季折々の常設展示場をご
覧いただけます。


