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新
サ
ー
ビ
ス
の
ご
案
内

　
採
用
と
園
児
募
集
に
効
果
的
な

プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
づ
く
り
の
新

サ
ー
ビ
ス
「
え
ん
ぷ
ら
す
」
を
立

ち
上
げ
ま
し
た
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

制
作
に
携
わ
ら
せ
て
い
た
だ
く
中

で
、
園
長
先
生
等
か
ら
「
職
員
の

人
数
が
足
り
ず
、
求
人
サ
イ
ト
や

紹
介
会
社
を
通
す
と
採
用
に
費
用

が
掛
か
り
す
ぎ
て
し
ま
う
」「
園
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
以
下
、
H
P
）

を
通
じ
て
、
保
護
者
・
求
職
者
か

ら
の
問
い
合
わ
せ
が
少
な
く
、
ど

う
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
？
」

な
ど
、
ご
相
談
を
い
た
だ
く
こ
と

が
近
年
増
え
て
き
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
1
0
0
0

園
以
上
の
H
P
制
作
で
培
っ
て
き

た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か
し
、
今
す
で

に
あ
る
園
の
H
P
や
S
N
S
な
ど

の
ウ
ェ
ブ
ツ
ー
ル
の
導
線
を
見
直

し
、
整
え
、
ウ
ェ
ブ
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
の
立
ち
上
げ
か
ら
運
用

ま
で
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
サ
ー
ビ
ス

を
開
始
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
サ
ー
ビ
ス
名
の
「
え
ん
ぷ
ら
す
」

の
「
え
ん
」
は
、
園
・
円
・
縁
の

複
数
の
意
味
を
表
し
、「
ぷ
ら
す
」

に
は
、
園
が
よ
り
輝
く
よ
う
に
「
え

ん
ぷ
ら
す
」
と
命
名
し
ま
し
た
。

商
品
ロ
ゴ
の
目
元
は
カ
グ
ヤ
の
社

名
に
由
来
す
る
月
を
モ
チ
ー
フ
に

し
、
子
ど
も
の
好
奇
心
を
表
し
た

デ
ザ
イ
ン
と
し
て
い
ま
す
。
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
づ
く
り
を
通
し

て
、
園
と
保
護
者
、
園
と
求
職
者
、

園
と
養
成
校
、
園
と
園
同
士
な
ど

の
繋
が
り
を
創
出
し
、
縁
に
よ
っ

て
結
ば
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

サ
ー
ビ
ス
で
す
。

　
今
の
時
代
に
あ
っ
た
学
生
や
求

職
者
に
合
わ
せ
た
情
報
発
信
で
の

お
困
り
ご
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

え
ん
ぷ
ら
す
は
、
採
用
や
園
児
募

集
に
つ
い
て
の
新
た
な
取
り
組
み

の
ご
提
案
で
す
。
ご
興
味
の
あ
る

方
は
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。
ズ
ー
ム
で
の
ご
説
明

も
行
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、サ
ー

ビ
ス
内
容
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て

は
、
同
封
の
フ
ラ
イ
ヤ
ー
を
是
非

ご
覧
く
だ
さ
い
。      （
奥
山 

卓
矢
）

　

　
来
年
2
月
に
長
崎
県
で
行
わ
れ

る
ギ
ビ
ン
グ
ツ
リ
ー
主
催
、「
第

３
回
全
国
実
践
研
究
大
会
」
に
つ

い
て
、
実
行
委
員
で
あ
る
平
戸
市

の
み
の
り
こ
ど
も
園
副
園
長
の
西

村
先
生
と
、
長
崎
市
の
形
上
保
育

園
主
任
の
田
崎
先
生
に
お
話
を
お

聞
き
し
ま
し
た
。

　
「
藤
森
先
生
は
選
択
を
す
る
際

に
、
選
択
を
す
る
基
準
や
判
断
材

料
を
提
示
す
る
こ
と
が
大
事
だ
と

お
話
を
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
あ
る

意
味
、
私
の
藤
森
メ
ソ
ッ
ド
の
実

践
発
表
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
見

学
候
補
園
の
色
ん
な
情
報
を
提
示

し
て
、
ぜ
ひ
参
加
者
が
自
分
に
合

う
見
学
園
を
選
ん
で
も
ら
い
た
い

と
思
っ
た
ん
で
す
。」
と
い
う
こ

と
で
、
今
回
は
全
て
の
見
学
先
へ

西
村
先
生
が
お
伺
い
し
、
園
見
学

動
画
を
作
成
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。

　
各
園
が
保
育
の
中
で
大
切
に
し

て
い
る
こ
と
を
一
つ
ひ
と
つ
解
説

し
て
い
る
動
画
は
、
研
修
用
動
画

と
し
て
も
十
分
に
活
用
で
き
る
素

晴
ら
し
い
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
園
見
学
に
行
っ
た
際
の

楽
し
み
と
な
る
よ
う
に
、
動
画
内

で
は
注
目
ポ
イ
ン
ト
に
は
モ
ザ
イ

ク
を
か
け
て
説
明
し
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
工
夫
も
遊
び
心
た
っ
ぷ
り

で
、
見
て
い
て
楽
し
い
、
見
学
に

行
っ
て
楽
し
い
動
画
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。

　
一
つ
の
動
画
で
も
見
ど
こ
ろ

た
っ
ぷ
り
で
す
が
、
こ
れ
が
な
ん

と
見
学
候
補
９
園
全
て
に
作
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
び
っ
く
り
で
す
。

　
コ
ン
テ
ン
ツ
力
が
た
っ
ぷ
り
の

今
回
の
取
り
組
み
。
制
作
の
際
に

大
切
に
し
た
ポ
イ
ン
ト
を
伺
う
と

「
と
に
か
く
見
学
者
目
線
を
忘
れ

な
い
こ
と
を
意
識
し
ま
し
た
。
モ

ザ
イ
ク
を
か
け
た
部
分
は
、
ま
さ

に
自
分
の
園
で
真
似
が
し
た
い
と

思
っ
た
部
分
で
す
。
だ
か
ら
、
動

画
編
集
も
楽
し
く
や
れ
ま
し
た
。」

と
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　
始
ま
る
前
か
ら
魅
力
と
勢
い
に

溢
れ
た
長
崎
大
会
。
皆
さ
ん
も

「
楽
し
い
」
が
詰
ま
っ
た
園
見
学

動
画
を
是
非
ご
覧
に
な
っ
て
く
だ

さ
い
ね
！ 　

 　
　
　
（
眞
田 

海
）

全
国
大
会
i
n
長
崎

　
先
月
の
竹
取
新
聞
で
は
、
第
57

回
保
育
環
境
セ
ミ
ナ
ー
に
て
実
践

発
表
し
て
く
だ
さ
っ
た
園
で
の
取

り
組
み
を
参
考
に
、
私
た
ち
セ
ミ

ナ
ー
運
営
側
も
声
な
し
の
案
内
環

境
を
整
え
て
い
る
こ
と
を
紹
介
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
声
な
し

の
案
内
と
は
、
一
人
ひ
と
り
に
声

掛
け
を
し
な
く
て
も
参
加
者
が
主

体
的
に
行
動
で
き
る
よ
う
な
、
目

で
見
て
分
か
る
案
内
の
こ
と
で

す
。
先
月
に
引
き
続
き
今
回
は
準

備
し
た
環
境
で
ど
の
よ
う
な
効
果

が
あ
っ
た
か
の
実
践
報
告
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
今
回
は
着
席
可
能
な
座
席
の
案

内
、
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
置
き
場
の
案

内
、
お
弁
当
ご
み
を
捨
て
る
場
所
、

飴
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
ご
自
由

に
取
っ
て
い
た
だ
く
も
の
の
案
内

に
つ
い
て
、
掲
示
内
容
の
変
更
を

行
い
ま
し
た
。

　
例
え
ば
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
置
き
場

で
は
、
今
ま
で
は
受
付
時
に

「
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
置
き
場
は
あ
ち

ら
で
す
」
と
声
掛
け
を
し
て
い
ま

し
た
が
、
受
付
の
行
列
対
応
な
ど

で
案
内
が
漏
れ
て
し
ま
う
こ
と
が

あ
り
ま
し
た
。
今
回
は
受
付
に
並

ん
で
い
る
時
か
ら
置
き
場
の
案
内

が
目
に
入
る
よ
う
、
受
付
者
の
背

後
に
紙
で
掲
示
を
し
た
と
こ
ろ
、

前
回
の
セ
ミ
ナ
ー
で
は
2
つ
ほ
ど

し
か
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
ス
ー

ツ
ケ
ー
ス
が
、
今
回
は
10
〜
15
ほ

ど
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
前
回
ま

で
は
案
内
が
漏
れ
て
し
ま
っ
た
方

は
置
き
場
に
気
付
か
ず
、
仕
方
な

く
座
席
の
足
元
に
置
か
れ
て
い
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
一
人
ず

つ
声
を
掛
け
る
こ
と
が
温
か
み
の

あ
る
丁
寧
な
案
内
と
思
い
込
ん
で

い
ま
し
た
が
、
そ
う
と
は
限
ら
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
と
気
付
か
さ

れ
ま
し
た
。

　
参
加
者
の
立
場
に
な
っ
た
案
内

や
、
主
体
性
を
引
き
出
す
案
内
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
自
分
た

ち
の
価
値
観
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す

る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。
今
後
も

改
善
を
重
ね
て
よ
り
良
い
仕
事
を

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。   

　
　
　
　
　
　
　

  （
眞
田 

由
莉
）

声
な
し
の
環
境
設
定
︑そ
の
後

 えんぷらすの専用ページを開設しました！       

会場が案内掲示だらけにならないよう
気を付けながら、誰が見ても分かりやすい
案内を心がけます。

公式ページで各園のボタン（↑）
をクリック→「YOUTU.BE」を
クリックすると動画が閲覧できます！ 
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七
代
先
へ
の
思
い
や
り

　　

時
に
は
飢
饉
が
起
き
て
た
く
さ
ん
の
人
が

亡
く
な
っ
て
い
ま
し
た
︒
そ
こ
か
ら
︑
お

米
を
含
む
食
料
の
大
切
さ
や
日
頃
か
ら
備

え
る
こ
と
へ
の
重
要
性
を
学
び
︑
人
々
も

助
け
合
い
や
思
い
や
り
な
ど
の
相
互
扶
助

の
精
神
も
育
て
て
い
き
ま
し
た
︒
人
間
は

あ
ま
り
に
も
膨
大
な
資
源
が
目
の
前
に
あ

れ
ば
自
然
の
こ
と
な
ど
考
え
な
く
な
り
ま

す
︒
い
く
ら
で
も
あ
る
資
源
︑
あ
る
だ
け

使
い
切
る
資
源
と
い
う
の
は
か
決
し
て
豊

か
な
こ
と
で
は
な
く
か
え
っ
て
貧
し
い
心

を
育
て
て
い
く
よ
う
に
思
い
ま
す
︒

　

私
た
ち
が
無
肥
料
無
農
薬
で
む
か
し
の

お
米
づ
く
り
を
今
で
も
実
践
す
る
の
は
︑

こ
の
当
た
り
前
の
自
然
の
感
覚
を
失
わ
な

い
た
め
で
も
あ
り
ま
す
︒
先
人
た
ち
は
も

し
も
自
然
と
の
共
生
を
や
め
て
環
境
を
崩

せ
ば
︑
そ
れ
が
七
代
先
の
子
孫
ま
で
迷
惑

を
か
け
て
し
ま
う
と
い
っ
て
自
分
の
代
を

気
を
付
け
て
い
た
と
い
い
ま
す
︒
子
ど
も

た
ち
の
未
来
の
希
望
を
創
造
し
て
い
く
私

た
ち
の
社
業
に
︑
こ
の
お
米
づ
く
り
は
大

切
な
感
覚
を
磨
き
伝
承
し
て
く
れ
て
い
ま

す
︒
あ
ま
り
た
く
さ
ん
は
あ
り
ま
せ
ん
が

お
取
引
の
あ
る
お
客
様
の
園
イ
ベ
ン
ト
や

記
念
日
︑
あ
る
い
は
何
か
大
切
な
行
事
の

時
に
こ
の
私
た
ち
の
む
か
し
の
お
米
を

使
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
と
幸
甚
で
す
︒

　

ぜ
ひ
︑
ご
興
味
が
あ
れ
ば
お
気
軽
に
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
︒
こ
れ
か
ら
も
カ
グ
ヤ

は
引
き
続
き
︑
子
孫
の
永
続
の
た
め
に
大

切
な
伝
統
や
生
き
方
を
伝
承
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
︒   　
　
　

 ︵
野
見
山 

広
明
︶

　

　

今
年
も
千
葉
の
む
か
し
の
田
ん
ぼ
と
福

岡
の
場
で
新
嘗
感
謝
祭
を
行
い
ま
し
た
︒

こ
の
年
中
行
事
も
会
社
み
ん
な
で
取
り
組

み
は
じ
め
て
10
年
以
上
に
な
り
ま
す
︒

　

こ
の
新
嘗
感
謝
祭
は
毎
年
︑
田
植
え
か

ら
草
刈
り
︑
そ
し
て
収
穫
し
た
新
米
を
感

謝
し
て
田
ん
ぼ
で
む
か
し
な
が
ら
に
火
を

熾
し
て
新
米
を
炊
い
て
そ
れ
を
み
ん
な
で

一
緒
に
食
卓
を
囲
み
団
欒
す
る
行
事
で
す
︒

日
頃
か
ら
汗
水
流
し
て
共
に
働
く
仲
間
た

ち
で
一
緒
に
育
て
た
お
米
で
同
じ
釜
の
飯

を
食
べ
る
こ
と
の
仕
合
せ
は
本
当
に
格
別

な
も
の
で
す
︒
食
糧
危
機
の
こ
と
が
巷
で

は
よ
く
聞
こ
え
て
き
ま
す
が
現
在
︑
地
球

の
人
口
は
す
で
に
80
億
人
を
超
え
て
い
る

と
い
い
ま
す
︒
こ
れ
だ
け
の
人
口
が
い
る

と
い
う
の
は
︑
そ
れ
だ
け
地
球
に
食
べ
物

が
あ
り
そ
の
資
源
を
使
っ
て
き
た
と
い
う

こ
と
も
意
味
し
て
い
ま
す
︒
こ
れ
か
ら
ま

だ
ま
だ
増
え
て
い
く
人
口
の
な
か
で
︑
あ

と
ど
れ
く
ら
い
残
り
の
資
源
が
地
球
に
存

在
す
る
の
か
︒
少
し
ず
つ
確
実
に
資
源
が

失
わ
れ
て
い
く
な
か
で
︑
残
り
の
資
源
の

奪
い
合
い
が
熾
烈
に
な
っ
て
い
く
の
も
予

想
で
き
ま
す
︒
む
か
し
の
こ
と
を
調
べ
る

と
︑
今
の
よ
う
な
大
量
生
産
の
仕
組
み
や

資
源
を
使
い
切
る
よ
う
な
環
境
が
な
か
っ

た
時
代
は
自
然
環
境
の
変
化
に
あ
わ
せ
て

　
ク
リ
ス
マ
ス
や
大
晦
日
、
そ
し
て
お

正
月
を
控
え
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、

日
常
と
異
な
る
体
験
が
出
来
る
の
も
こ

の
時
期
な
ら
で
は
の
こ
と
。
冬
至
の
日

に
は
、
園
の
給
食
や
ご
自
宅
で
「
運
盛

り
」
食
材
を
用
い
た
食
事
を
摂
り
、
元

気
に
新
年
を
迎
え
た
い
も
の
で
す
ね
。

　
来
年
は
、
今
年
以
上
に
子
ど
も
た
ち

の
笑
顔
溢
れ
る
一
年
に
な
っ
た
ら
と
切

に
願
っ
て
お
り
ま
す
。
今
年
の
竹
取
新

聞
の
発
行
は
本
号
が
最
後
に
な
り
ま
す
。

い
つ
も
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
来
年
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。　
（
奥
山 

卓
矢
）

2023年の冬至は12月22日。
「冬至から畳の目ほど日が延びる」
ともいわれるように、この日を境に
少しずつ昼が長くなっていきます。

冬
至
の
風
習

　
今
年
も
早
い
も
の
で
も
う
12
月
。
12
月

と
聞
く
と
、
ク
リ
ス
マ
ス
や
大
晦
日
を
思

い
浮
か
べ
る
方
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
そ
の
前
に
季
節
の
節
目
で
あ
る
「
冬

至
」
が
や
っ
て
き
ま
す
ね
。

　
冬
至
は
1
年
で
最
も
昼
の
時
間
が
短
い

日
で
、
翌
日
か
ら
は
少
し
ず
つ
日
が
延
び

て
い
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
陰
が
極
ま
っ

て
再
び
陽
が
増
し
て
い
く
考
え
か
ら
、
冬

至
は
別
名
「
一
陽
来
復
（
い
ち
よ
う
ら
い

ふ
く
）
の
日
」
と
も
呼
ば
れ
、
昔
か
ら
「
こ

の
日
を
境
に
運
気
が
上
昇
す
る
」
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
冬
至
に
、
厄
除
け
の
食
材
で
あ
る
か
ぼ

ち
ゃ
や
小
豆
を
使
っ
て
料
理
し
た
り
、
ゆ

ず
湯
に
入
っ
て
身
体
を
温
め
た
り
と
、
古

く
か
ら
あ
る
風
習
を
大
切
に
し
て
過
ご
し

て
い
る
方
も
多
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ

の
中
の
ひ
と
つ
「
運
盛
り
」
と
い
う
も
の

が
あ
る
こ
と
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

　
冬
至
に
は
「
ん
」
の
つ
く
も
の
を
食
べ

る
と
「
運
」
を
引
き
寄
せ
る
と
言
わ
れ
、

人
参
（
に
ん
じ
ん
）、
大
根
（
だ
い
こ
ん
）

な
ど
「
ん
」
の
つ
く
も
の
を
「
運
盛
り
」

と
い
い
、
縁
起
を
か
つ
い
で
い
た
そ
う
で

す
。
特
に
「
冬
至
の
七
種
（
と
う
じ
の
な

な
く
さ
）」
と
も
呼
ば
れ
る
「
南
瓜
（
な
ん

き
ん
）、
蓮
根
（
れ
ん
こ
ん
）、
人
参
（
に

ん
じ
ん
）、
銀
杏
（
ぎ
ん
な
ん
）、
金
柑
（
き

ん
か
ん
）、
寒
天
（
か
ん
て
ん
）、
饂
飩
（
う

ん
ど
ん
↓
う
ど
ん
）」
は
、
食
材
名
に
「
ん
」

が
２
回
つ
く
た
め
、「
ん
＝
運
」
が
２
倍
呼

び
込
め
る
と
か
！　
ま
た
、
そ
れ
だ
け
で

な
く
運
盛
り
食
材
は
、
免
疫
力
の
強
化
や

風
邪
の
予
防
な
ど
寒
い
冬
を
乗
り
越
え
る

の
に
ぴ
っ
た
り
で
す
か
ら
、
先
人
の
知
恵

に
は
本
当
に
頭
が
下
が
り
ま
す
。

　
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
奥
深
い
「
冬
至
」。
昔

か
ら
の
伝
統
的
な
風
習
を
楽
し
み
な
が
ら
、

子
ど
も
た
ち
に
も
伝
承
し
て
い
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。 　
　
　
　
　

 （
宮
前 

奈
々
子
）

【冬至の室礼（しつらい）】
今年の冬至は「運盛り」をテーマに室礼を行いました。
唐辛子は「南蛮（なんばん）」とも呼ばれているため、
ちょうど畑で収穫できた南蛮も南瓜、人参、銀杏などと一緒に！
また、干支では「ねずみ」が最初に来るので、1年が終わり新たな
年を迎えることを十二支のねずみにかけて、庭の「ねずみ瓜」も。
ねずみ瓜は蔓ものでもあるため「繋がり」を意味したり、種の形が
打ち出の小槌に似ていることから縁起がいいともされています！

ゆず湯で邪気払い。香り
も楽しみたいと思います！


