
サ
ン
マ
は
庶
民
の
味
と
し
て
、
江
戸
時
代
か
ら
食
さ
れ
て
き
ま
し
た
。 

古
典
落
語
「
目
黒
の
さ
ん
ま
」
に
も
登
場
し
、
お
殿
様
と
庶
民
の 

食
生
活
の
あ
り
さ
ま
が
滑
稽
な
噺
の
題
材
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。 

今
年
も
大
型
船
の
水
揚
げ
が
８
月
２ 

日
か
ら
根
室
市
の
花
咲
港 

（
１
１
年
連
続
で
秋
刀
魚
の
水
揚
げ
全
国
１
位
）
・
厚
岸
・
大
船
渡
で
始

ま
り
ま
し
た
。
数
日
間
の
水
揚
げ
は
、
不
良
で
あ
っ
た
昨
年
の
８
月
同
期

よ
り
は
上
回
っ
た
模
様
（
日
刊
水
産
経
済
新
聞
）
で
す
が
、
ま
だ
楽
観
は 

許
さ
な
い
よ
う
で
す
。 

今
や
高
根
の
花
に
な
り
つ
つ
あ
る
秋
の
味
覚
「
サ
ン
マ
」。 

な
ぜ
、
サ
ン
マ
の
水
揚
げ
が
減
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う…

 

答
え
は
、
地
球
温
暖
化
に
よ
る
に
よ
る
海
水
温
の
上
昇
や
海
流
の
変
化
が 

原
因
で
す
（
水
産
庁
検
討
会
報
告
）。
つ
ま
り
海
に
い
る
秋
刀
魚
の 

資
源
量
そ
の
も
の
が
減
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 
 

 
 

 

 

安
く
て
美
味
し
い
サ
ン
マ
の
大
漁
が
望
ま
れ
ま
す
。 

投
稿 

小
川
健
太

「 古
田
隼
人 
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チューリップと言えば、オランダを連

想する方も多いかと思いますが、原産

地はスペイン・イタリア・カザフスタ

ン・イラン・中国・西シベリア…など

北緯40度一帯だと言われております。

約 5,600 以上の品種があり、品種改良

は今でも進んでいるそうです。 
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相
続
・
贈
与
・
信
託
・
空
家 

不
動
産
問
題
は
専
門
家
へ 

【
予
約
制
】 

無
料
相
談
随
時
受
付
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                 
 

  

４/５月号 

月号 
 

『
振
り
向
き
し 

後
ろ
に
月
や 

春
の
宵
』
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て

の
俳
人
、
高
橋
淡
路
女
が
詠
ん
だ
こ
の
月
は
、
き
っ
と
朧
月
だ
っ
た
こ

と
で
し
ょ
う
。
月
は
月
齢
に
よ
っ
て
、
そ
の
姿
形
、
見
え
る
位
置
、
辿

る
道
を
変
え
ま
す
。
帰
り
の
道
す
が
ら
、
向
か
う
空
に
は
星
だ
け
だ
っ

た
の
に
、
何
気
な
く
振
り
向
く
と
、
月
が
足
元
を
照
ら
し
て
い
た
こ
と

に
驚
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
漆
黒
の
闇
を
切
り
裂
く
よ
う
な
三
日
月
を

見
る
と
、
そ
の
秀
麗
さ
に
身
が
引
き
締
ま
り
ま
す
。
十
三
夜
、
十
六

夜
、
同
じ
月
な
の
に
、
欠
け
た
る
月
に
こ
そ
意
味
を
持
た
せ
る
繊
細
な

心
が
文
学
を
育
み
ま
す
。 

 

と
は
言
う
も
の
の
、
月
の
神
秘
性
は
日
本
人
だ
け
の
も
の
で
は
な

く
、
月
の
満
ち
欠
け
の
周
期
は
、
世
界
各
地
で
時
間
の
単
位
の
一
種
と

な
っ
て
い
ま
す
。
古
く
か
ら
農
作
業
や
狩
猟
時
期
に
月
は
必
要
不
可
欠

で
し
た
。
特
に
ア
メ
リ
カ
で
使
わ
れ
て
い
る
満
月
の
名
前
は
季
節
の
移

り
変
わ
り
を
映
し
出
し
て
い
ま
す
。
い
か
に
も
、
先
住
民
や
入
植
者
に

よ
っ
て
つ
け
ら
れ
た
呼
び
名
ら
し
い
こ
と
に
、
桁
外
れ
の
雄
大
さ
と
愛

着
を
感
じ
ま
す
。
４
月
は
ピ
ン
ク
ム
ー
ン
、
フ
ロ
ッ
ク
ス
と
い
う
ピ
ン

ク
色
の
花
が
咲
く
頃
で
す
。
一
番
ア
メ
リ
カ
ら
し
い
の
が
１
月
の
ウ
ル

フ
ム
ー
ン
、
狼
が
空
腹
で
遠
吠
え
す
る
季
節
で
す
。
す
ぐ
さ
ま
、
断
崖

の
頂
き
に
立
つ
狼
の
シ
ル
エ
ッ
ト
を
想
像
で
き
る
の
も
、
動
物
と
人
間

が
共
存
し
て
い
た
古
き
ア
メ
リ
カ
の
郷
愁
で
す
。
日
本
に
は
、
こ
れ
に

匹
敵
す
る
呼
び
名
は
な
さ
そ
う
で
す
が
、
中
秋
の
名
月
、
十
五
夜
は
行

事
と
し
て
今
な
お
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。 

そ
う
言
え
ば
、
随
分
昔
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
当
時
の
国
鉄
の
テ
レ

ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
フ
ル
ム
ー
ン
と
い
う
言
葉
が
衝
撃
的
デ
ビ
ュ
ー
を

果
た
し
ま
し
た
。
熟
年
夫
婦
を
対
象
と
し
た
特
別
企
画
乗
車
券
の
こ
と

で
す
が
、
映
像
の
鮮
烈
さ
に
目
を
奪
わ
れ
た
人
も
多
か
っ
た
は
ず
で

す
。
上
原
謙
さ
ん
と
高
峰
三
枝
子
さ
ん
が
フ
ル
ム
ー
ン
パ
ス
の
イ
メ
ー

ジ
を
見
事
に
演
じ
き
っ
て
い
ま
し
た
。
た
っ
た
数
秒
、
数
十
秒
で
商
品

に
決
定
打
を
与
え
た
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
と
し
て
は
殿
堂
入
り
の
作
品
で

す
。 

そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
、
神
楽
、
田
楽
、

能
な
ど
の
芸
能
文
化
で
す
。 

 

十
月
は
、
集
く
虫
の
音
に
聞
き
惚
れ
な
が

ら
、
月
を
愛
で
る
の
に
一
番
の
季
節
で
す
。

陰
の
象
徴
で
あ
る
月
は
「
お
陰
さ
ま
」
に
通

じ
る
と
考
え
ら
れ
、
収
穫
祭
の
意
味
も
こ
め

て
お
月
見
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

お
月
見
と
い
う
と
中
秋
の
名
月
の
十
五
夜(

今
年
は
九
月
二
十
一
日)

と
思
っ
て
い
る
人
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
こ
の
風
習
は
中
国
唐
代
の
観

月
の
宴
が
起
源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
十
三
夜
の
お
月
見 

(

今
年
は
十
月
十
八
日)

が
庶
民
に
広
が
っ
た
の
は
江
戸
時
代
で
す

が
、
こ
ち
ら
は
日
本
独
自
の
風
習
で
す
。 

「
後
の
月(

の
ち
の
つ
き)

」
と
も
呼
ば
れ
、
樋
口
一
葉
の
『
十
三
夜
』

は
、
満
月
に
な
る
前
の
月
が
物
語
の
寂
し
さ
を
一
層
引
き
立
て
て
い
ま

す
。（
下
段
に
続
く
→
） 

 

「
卯
月
（
う
づ
き
）
」
は
、
旧
暦
で
卯
の
花
の
咲
く
月
で
あ
る
こ
と
か
ら

つ
け
ら
れ
た
和
風
月
名
で
す
。
ま
た
、
「
花
残
月
（
は
な
の
こ
り
づ

き
）
」
と
い
う
美
し
い
異
名
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
期
、
北
国
に
は
ま
だ

桜
が
残
っ
て
い
る
か
ら
だ
そ
う
で
す
。
和
風
月
名
に
は
、
自
然
を
相
手

に
生
き
る
人
々
の
遊
び
心
が
見
え
隠
れ
し
て
い
ま
す
。 

 

春
は
日
本
列
島
全
て
が
桜
暦
に
架
け
替
え
ら
れ
ま
す
。 

『
明
日
あ
り
と
思
う
心
の
仇
桜 

夜
半
に
嵐
が
吹
か
ぬ
も
の
か
は
』
親

鸞
聖
人
が
９
歳
の
時
に
詠
ん
だ
余
り
に
も
有
名
な
歌
で
す
。
遠
く
は
東

日
本
大
震
災
、
近
く
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
を
見
る
ま
で
も
な
く
、
昨
日
の

当
り
前
が
今
日
の
当
り
前
で
な
い
こ
と
を
知
っ
た
私
た
ち
は
、
こ
の
歌

の
普
遍
性
を
知
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

 

花
鳥
風
月
、
自
然
界
の
風
雅
な
趣
を
尊
ぶ
日
本
人 

に
と
っ
て
、
桜
と
の
関
わ
り
は
深
く
、
古
く
は
古
事 

記
の
時
代
に
遡
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

咲
く
を
奢
ら
ず
、
散
る
を
惜
し
ま
ず
、
花
冷
え
に
も
耐
え
て
咲
い
た
桜

も
、
一
夜
の
嵐
で
そ
の
姿
を
消
す
潔
さ
が
日
本
人
の
心
を
捉
え
て
離
さ

な
い
の
で
し
ょ
う
。
落
語
「
長
屋
の
花
見
」
で
は
、
貧
乏
長
屋
の
花
見

の
様
子
が
滑
稽
で
も
あ
り
物
悲
し
く
も
あ
り
、
江
戸
の
庶
民
に
も
、
桜

は
特
別
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

桜
は
散
っ
て
も
な
お
、
そ
の
姿
を
愛
で
ら
れ
る
稀
有
な
花
で
す
。
そ

の
象
徴
が
「
花
筏
（
は
な
い
か
だ
）」
で
す
。
散
っ
た
桜
の
花
び
ら
が
連

な
っ
て
流
れ
る
様
を
筏
に
見
立
て
て
い
ま
す
。
何
と
も
日
本
ら
し
い
美

し
い
響
き
で
す
。
そ
の
言
葉
を
聞
く
だ
け
で
、
千
鳥
ヶ
淵
の
水
面
の
情

景
が
浮
か
ん
で
き
ま
せ
ん
か
。
こ
の
言
葉
に
は
、
も
う
一
つ
意
味
が
あ

り
、
ハ
ナ
イ
カ
ダ
と
い
う
植
物
名
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
葉
の
上
に
花

が
咲
き
、
実
を
つ
け
る
の
で
す
が
、
そ
の
姿
は
ま
る
で
筏
に
人
が
乗
っ

た
よ
う
だ
と
ネ
ー
ミ
ン
グ
さ
れ
た
珍
し
い
木
で
す
。 

 

そ
う
そ
う
、
筆
者
の
学
生
時
代
、
入
学
試
験
の
合
否
は
電
報
で
し

た
。
そ
の
文
面
は
「
サ
ク
ラ
サ
ク
」
又
は
「
サ
ク
ラ
チ
ル
」
桜
も
罪
な

花
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
日
本
人
に
春
と
桜
は
一
体
化
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の

日
本
人
の
自
然
を
愛
で
る
最
た
る
も
の
が
月
で
す
。 

 

 

月 

歳
時
記 

月 

詠 

子 

＊開催するすべてのイベント等は、コロナ感染症対策を講じておこなっております。 

 

４ 

私達がお答えします！ 

超
高
齢
化
や
核
家
族
化
が
進
む
中
に
あ
っ
て
、
自
分
た
ち
で
今
、
解
決

し
て
お
か
な
け
れ
ば
課
題
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
①
相
続
で
困
っ
て
い

る
②
遺
言
書
を
作
り
た
い
③
生
前
贈
与
を
し
て
お
き
た
い
④
税
金
問
題
⑤

施
設
入
居
や
転
居
に
伴
う
自
宅
処
分
の
方
法
⑥
地
主
・
貸
主
と
の
ト
ラ
ブ

ル
⑦
地
方
に
あ
る
空
き
家
で
困
っ
て
い
る
等
々…

。
こ
れ
ら
の
問
題
に
専

門
家
が
親
切
に
応
じ
て
く
れ
ま
す
。
ま
つ
ば
ら
ん
ど
で
は
、
弁
護
士
、
司

法
書
士
、
税
理
士
、
不
動
産
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど
の
専
門
家
と
提
携
し

こ
れ
ら
幅
広
い
問
題
の
相
談
解
決
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。 

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
相
談
し
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。 

 

 

相談窓口：まつばらんど 

ご予約    ：045-459―6088 

受付時間：午前十時～午後四時

（水曜・木曜除く） 

 

ご相談予約は下記まで 

いつでも 

お気軽にご相談ください 

弁護士 

古西達夫 

 

 

司法書士 

堀江直樹 

 

 

相続・不動産コンサルタント   税理士 

古垣直久         山家一洋 

 

 

 

桜
の
季
節
到
来
で
す
。
今
年
は
開
催
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
危
ぶ
ま
れ

ま
す
が
、
コ
ロ
ナ
以
前
な
ら
毎
年
こ
の
時
期
に
な
る
と
満
開
の
桜
の

下
、
お
花
見
が
各
地
で
賑
や
か
に
開
か
れ
て
い
ま
し
た
。 

さ
て
、
皆
さ
ん
は
い
つ
も
ど
こ
で
お
花
見
を
し
て
い
ま
す
か
。
公
園

や
河
川
敷
や
里
山
等
で
、
あ
る
い
は
実
家
の
あ
る
地
元
に
戻
っ
て
家
族

や
親
戚
と
一
緒
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

大
勢
で
満
開
の
桜
の
下
、
飲
み
物
や
お
弁
当
を
も
っ
て
賑
や
か
に
桜

見
を
す
る
の
も
一
興
で
す
が
、
私
の
場
合
は
昔
か
ら
お
花
見
用
の
一
本

の
桜
の
木
を
決
め
て
お
り
、
そ
の
桜
と
一
対
一
で
花
見
を
す
る
の
で

す
。
当
然
な
が
ら
そ
の
桜
は
公
共
物
で
あ
り
私
物
で
は
な
い
の
で
す

が
、
私
の
心
の
中
で
は
私
物
な
の
で
す
。
毎
年
桜
の
時
期
に
な
る
と
、

お
酒
を
持
っ
て
そ
の
桜
に
会
い
に
行
き
そ
の
桜
に
話
し
か
け
る
の
で

す
。
「
こ
の
一
年
間
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
？
」「
こ
れ
か
ら
一
年
間
ど

う
す
る
？
」
そ
う
、
旧
友
に
会
い
に
行
く
よ
う
に
毎
年
続
け
て
い
る
と

段
々
そ
の
桜
が
愛
お
し
く
な
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
行
け

ず
に
桜
の
季
節
が
終
わ
っ
た
頃
に
行
っ
て
も
、
ま
だ
花
が
少
し
だ
け
残

っ
て
い
て
私
が
来
る
の
を
待
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
な
る
と

正
に
「
俺
の
桜
」
で
す
。
今
後
、
何
年
語
り
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
か

は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
う
し
て
「
俺
の
桜
」
に
語
り
か
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
一
年
間
の
辛
い
記
憶
も
、
ま
た
時
に
は
楽
し
い
記

憶
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
ま
た
未
来
に
向
か
っ
て
歩
い
て

行
け
る
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 

投
稿 

ビ
リ
ー 

 

 

随
想 

花言葉 「思いやり」 

       

2022年 隔月誌  

 

聞
き
取
れ
ず 

 

隣
に
な
ら
って 

 

ウ
ソ
笑
い 

脳
の
シ
ワ 

顔
に
出
て
る
と 

 

孫
が
言
う 

 

厚
化
粧 

 

笑
う
亭
主
は 

 

薄
化
粧 

大
事
な
ら 

し
ま
う
な
二
度
と 

 

出
て
こ
な
い 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
月
か
ら
毎
月
第
四
月
曜
日
に

ワ
ン
コ
イ
ン
サ
ロ
ン
を
実
施
す
る
こ

と
に
な
り
、
第
一
回
目
が
二
月
二
十

一
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
は

三
名
の
方
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。 

お
茶
と
お
菓
子
を
食
べ
な
が
ら
、
自

己
紹
介
、
コ
ロ
ナ
渦
の
毎
日
を
ど
う

過
ご
し
て
い
る
か
、
今
時
の
オ
レ
オ

レ
詐
欺
の
対
応
や
迷
惑
メ
ー
ル
の
対

応
な
ど
を
話
し
た
り
、
あ
っ
と
い
う

間
の
二
時
間
で
し
た
。 

 

４/２５（月）！ 

13:00 ～ 15:00 

次のワンコインサロンは 

お茶とお菓子付き 

参
加
者
の
方
か
ら

も
、
楽
し
か
っ
た
の

で
次
回
も
参
加
し
た

い
と
い
う
言
葉
も
あ

り
ま
し
た
。 

 

ど
な
た
で
も
参
加

で
き
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
お
申
込
み
く

だ
さ
い
！ 

 

予約優先！   

出入り自由で   

途中退席可の 

自由参加です!! 

お気軽にどうぞ♪ 

 
お茶とお菓子付 

投
稿 

い
む
け
ん 

ま
つ
ば
ら
ん
ど 

川
柳 

 

mailto:ma2baland@gmail.com


神
社
仏
閣
巡
り
（
第
四
回
） 

  

（ 

マ
ー
ジ
ャ
ン
教
室 

 
 

脳
を
動
か
そ
う 

四
文
字
熟
語 

 
 

神
奈
川
の
旧
東
海
道
を
歩
く
（
第
三
回
） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

鯛
の
柚
子
胡
椒
ク
リ
ー
ム
煮 

〈
材
料
〉
鯛
の
切
身
、
パ
ク
チ
ー
、
牛
乳
ま
た
は
豆
乳 

 
 

☆ 

柚
子
胡
椒
小
さ
じ
１
（
柚
子
胡
椒
は
塩
気
や
辛
さ
が
強
い
も
の
が

あ
る
の
で
お
好
み
の
量
で
） 

ナ
ン
プ
ラ
ー
小
さ
じ
１
（
ナ
ン
プ
ラ
ー
が
無
い
場
合
は
、 

だ
し
醤
油
で
も
可
。
白
胡
椒
少
々 

 

作
り
方 

 

１ 
 

鯛
は
熱
湯
を
か
け
て
臭
み
を
と
り
、
小
麦
粉
を
薄
く
ま
ぶ
す 

２ 
 

フ
ラ
イ
パ
ン
に
オ
リ
ー
ブ
オ
イ
ル
少
々
を
入
れ
両
面
を
焼
く 

３ 
  

火
が
通
っ
た
と
こ
ろ
で
、
鯛
の
上
か
ら
☆
を
加
え
、
蓋
を
し
て 

弱
火
で
少
し
煮
込
む
。 

４ 
  

と
ろ
み
が
つ
い
た
ら
、
刻
ん
だ
パ
ク
チ
ー
を
入
れ
火
を
と
め
る 

★
こ
の
ソ
ー
ス
は
、
鶏
肉
や
パ
ス
タ
の
ソ
ー
ス
と
し
て
も
応
用
で
き
ま
す 

 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

今
回
は
八
幡
社
に
つ
い
て
で
す
。
神
社
本
庁
の
「
全
国
神
社
祭
祀
祭
礼 

総
合
調
査
」
に
よ
る
と
、
八
幡
神
社
や
八
幡
宮
と
い
っ
た
八
幡
信
仰
に
関

わ
る
神
社
の
数
が
最
も
多
く
、
次
に
伊
勢
信
仰
や
稲
荷
信
仰
が
続
く
そ
う

で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
よ
く
見
か
け
る
こ
と
の
多
い
八
幡
様
系

の
神
社
で
す
が
意
外
と
そ
の
ご
祭
神
や
ご
利
益
と
い
っ
た
こ
と
を
ご
存
じ

な
い
方
が
多
い
様
で
す
の
で
一
般
的
な
内
容
等
を
お
伝
え
し
た
い
と
思
い

ま
す
。 

八
幡
社
と
は
八
幡
神
を
祭
神
と
し
て
祀
る
神
社
の
こ
と
で
八
幡
神
社
（
八

幡
社
、
八
幡
宮
）
と
称
さ
れ
大
分
県
の
宇
佐
の
氏
神
様
が
始
ま
り
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
総
本
社
は
宇
佐
神
宮
で
す
。 

ご
祭
神
は
応
神
天
皇
で
、
中
世
以
降
は
源
氏
の
氏
神
と
考
え
ら
れ
、
鎌
倉

時
代
に
源
頼
朝
が
鶴
岡
八
幡
宮
を
創
建
し
、
武
家
の
間
で
武
運
、
鎮
守
の

神
と
し
て
根
強
い
信
仰
を
集
め
全
国
に
広
ま
っ
た
よ
う
で
す
。 

武
人
と
し
て
讃
え
ら
れ
た
八
幡
神
で
す
が
、
平
和
を
願
う
現
代
で
は
す
っ

か
り
庶
民
の
神
様
と
し
て
、
交
通
安
全
や
健
康
、
所
願
成
就
の
ご
利
益
が

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

保
土
谷
ケ
区
に
も
１
３
１
８
年
に
創
建
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
瀬
戸
ヶ
谷
八

幡
社
が
ご
ざ
い
ま
す
。
境
内
の
菊
水
観
音
は
そ
の
昔
、 

楠
の
根
元
の
窪
地
か
ら
出
現
し
た
と
い
い
、
窪
地
に 

溜
ま
っ
た
水
は
眼
病
に
効
果
が
あ
る
と
信
仰
さ
れ
た 

そ
う
で
す
。 

一
度
お
参
り
に
足
を
運
ん
で
み
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
？ 

投
稿 

坪
庭 

大
輔 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〔
前
回
の
答
え
：
馬
耳
東
風
・
初
志
貫
徹
・ 

臥
薪
嘗
胆
・
日
進
月
歩
〕 

□ 

奮  

□ 

起   

物
事
に
強
く
感
動
し
て
奮
い
立
つ
事 

 
 

 
 

 

□ 

所  

懸 

□   

命
を
懸
け
て
物
事
に
当
た
る
こ
と 

 

粉 

□ 

砕 

□ 

力
の
限
り
懸
命
に
働
く
こ
と 

  

定期開催   

150 

㏄ 

暮らし楽し通信 

 

 

まつばらんど 

総
額
が
一
〇
七
兆
五
九
六
四
億
円
と
な
る
令
和
四
年
度
予
算
案
が
二
月 

二
十
二
日
、
衆
議
院
本
会
議
で
賛
成
多
数
に
よ
り
可
決
さ
れ
、
戦
後
二
番 

目
の
早
さ
で
衆
議
院
を
通
過
し
参
議
院
へ
送
ら
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
令 

和
三
年
年
度
末
ま
で
に
本
年
度
の
国
家
予
算
が
成
立
し
ま
し
た
。 

令
和
四
年
度
の
予
算
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
に
万
全
を
期
し
つ
つ
、
成 

長
と
分
配
の
好
循
環
に
よ
る
新
し
い
資
本
主
義
の
実
現
を
図
る
た
め
の 

予
算
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。 

日
本
で
は
そ
の
年
の
四
月
か
ら
翌
年
の
三
月
ま
で
を
会
計
年
度
と
し
て

「
国
家
予
算
」
に
基
づ
き
、
行
政
事
業
が
行
わ
れ
ま
す
。 

こ
の
国
家
予
算
の
財
源
（
歳
入
）
の
九
割
以
上
が
税
金
（
約
六
〇
％
）
と

国
債
（
約
三
五
％
）
で
占
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
国
債
と
は
国
が
投
資
家
に

発
行
す
る
債
券
（
つ
ま
り
国
の
借
金
で
あ
る
借
用
証
書
）
の
こ
と
で
令
和

三
年
度
末
に
は
残
高
総
額
約
一
千
兆
円
と
い
う
想
像
も
で
き
な
い
規
模
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
よ
く
言
わ
れ
る
将
来
世
代
に
つ
け
を
残
す
と
い

う
こ
と
で
す
。 

一
八
年
前
と
比
べ
る
と
約
二
倍
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
ま
す
。 

次
は
、
使
い
道
（
歳
出
）
で
す
。
ま
ず
第
一
が
医
療
や
年
金
、
介
護
と

い
っ
た
社
会
保
障
費
で
約
三
六
兆
円
。
少
子
高
齢
化
の
進
む
中
に
あ
っ
て

予
算
は
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。 

更
に
は
、
前
年
に
続
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
予
備
費
と
し
て
約
五
兆
円

を
確
保
し
て
い
ま
す
。
次
に
文
教
・
科
学
振
興
費
、
防
衛
関
係
費
、
公
共

事
業
関
係
費
、
中
小
企
業
対
策
費
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
対
策
費
等
々
で
二
六
兆

を
計
上
し
て
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
地
方
交
付
税
交
付
金
等
を
一
六
兆
円
ほ
ど
見
て
い
ま
す
。
地

方
交
付
税
は
地
方
自
治
体
間
の
格
差
を
調
整
し
、
ど
こ
に
住
ん
で
も
一
定

水
準
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
目
的
で
国
か
ら
地
方

へ
交
付
さ
れ
て
い
る
お
金
で
す
。
ち
な
み
に
日
本
全
国
の
地
方
公
共
団
体

数
は
約
一
七
四
〇
で
す
が
、
そ
の
う
ち
こ
の
交
付
金
を
受
け
て
い
な
い
不

交
付
団
体
は
わ
ず
か
五
四
自
治
体
（
令
和
二
年
統
計
）
で
全
体
の
三
％
で

す
残
り
の
九
七
％
の
地
方
公
共
団
体
は
国
か
ら
財
源
の
補
助
を
受
け
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
最
後
が
国
債
の
利
払
い
や
借
金
の
返
済
に

充
て
ら
れ
る
国
債
費
で
約
二
四
兆
円
。
ま
す
ま
す
膨
れ
上
が
る
「
国
家
予

算
」
。
私
た
ち
も
家
庭
の
家
計
以
外
に
国
の
家
計
に
も
注
視
し
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

編
集
長 

古
垣 

直
久 

   

小林さんちの 

 

茶々丸くん 

年齢：６か月     

犬種：ポメプー（MIX） 

困り事：破壊王 

主人の一言：なんでも壊

すので大変ですが、カワイイ

のひとことです。 

       

 

 

４/５月号 

月号 
 

・ 
 

 

・ 
 

・ 

・ 

・ 
 

 

台
町
の
関
門 

神
奈
川
宿
を
出
て
坂
を
上
る
あ
た
り
か
ら
台
町
で
す
。

横
浜
開
港
直
後
、
外
国
人
へ
の
殺
傷
事
件
が
多
発
し
横
浜
近
辺
に
何
箇

所
か
設
置
さ
れ
た
関
門
の
う
ち
、
神
奈
川
宿
の
西
方
関
門
が
こ
こ
に
設

け
ら
れ
ま
し
た
。
道
の
右
手
に
そ
の
跡
を
示
す
石
碑
が
建
て
ら
れ
て
い

ま
す
。 

浅
間
下 

軽
井
沢
町
を
過
ぎ
第
三
京
浜
に
向
か
う
道
を
斜
め
に
渡
る
と

再
び
旧
街
道
に
入
り
ま
す
。
右
手
に
は
富
士
山
信
仰
で
有
名
な
浅
間
神

社
が
あ
り
こ
の
あ
た
り
が
浅
間
下
と
呼
ば
れ
る
一
帯
と
な
り
ま
す
。 

洪
福
寺
松
原
商
店
街 

浅
間
町
を
進
む
と
行
く
手
に
「
ハ
マ
の
ア
メ

横
」
と
し
て
知
ら
れ
平
日
で
も
賑
わ
う
松
原
商
店
街
の
ア
ー
チ
が
見
え

て
き
ま
す
。
そ
の
手
前
、
道
が
二
手
に
分
か
れ
る
所
に
は
「
追
分
」
の

標
柱
が
。
商
店
街
を
進
む
左
の
道
が
東
海
道
、
右
は
渋
沢
栄
一
で
も
有

名
に
な
っ
た
か
つ
て
の
「
絹
の
道
」
八
王
子
街
道
で
す
。
（
因
み
に
江
戸

初
期
、
商
店
街
側
の
道
が
新
た
に
東
海
道
と
し
て
整
備
開
通
す
る
ま
で

は
右
の
道
が
古
い
東
海
道
で
あ
り
、
古
道
と
呼
ば
れ
ま
す
） 

帷
子
橋
跡 

１
６
号
線
を
超
え
た
左
側
に
保
土
谷
宿
江
戸
方
の
見
附
跡

の
案
内
板
が
あ
り
ま
す
。
更
に
相
鉄
線
天
王
寺
駅
の
西
口
に
は
、
広
重

が
描
い
た
保
土
ヶ
谷
宿
新
町
橋
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
広
場
が
整
備
さ
れ
て 

い
ま
す
。
何
回
か
の
改
修
を
経
て
現
在
は
駅
の
東
側
を
流
れ
る
帷
子
川

は
、
嘗
て
は
こ
の
あ
た
り
を
流
れ
て
い

た
と
の
こ
と
で
す
。 

Ｊ
Ｒ
保
土
ヶ
谷
駅 

大
門
通
り
、
岩
間 

町
、
帷
子
町
と
進
む
と
Ｊ
Ｒ
保
土
ケ
谷 

駅
で
す
。
真
直
ぐ
に
向
か
う
正
面
の 

細
い
道
が
旧
東
海
道
で
す
。
広
い
道 

は
緩
や
か
に
左
に
カ
ー
ブ
し
、
す
ぐ 

Ｊ
Ｒ
保
土
ヶ
谷
駅
で
す
。 
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日
本
の
国
家
予
算 

 

  

2022年 隔月誌  

三
月
一
六
日
に
第
一
回
目
の
麻

雀
教
室
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

開
催
初
日
の
こ
の
日
は
、
何
年
も

前
、
遠
い
昔
に
や
っ
て
お
ら
れ
た

方
な
ど
、
ほ
ぼ
初
心
者
の
方
が
多

く
、
み
な
さ
ん
懸
命
に
頭
脳
と
手

先
を
使
い
な
が
ら
、
あ
っ
と
い
う

間
の
時
間
を
楽
し
ん
で
過
ご
さ

れ
、
次
回
の
予
約
を
さ
れ
て
お
帰

り
に
な
り
ま
し
た
。 

絶
賛
開
催
中 

国
内
旅
行
業
取
扱
管
理
者 

河
内 

恒
雄 

シリーズ 


