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「
消
費
増
税
し
か
な
い
」 

 

保
坂 

武
雄 

 

平
成
２
４
年
度
予
算
案
が
国
会
審
議

さ
れ
て
い
る
頃
で
す
。
税
収
４２
兆
円
、

公
債
４４
兆
円
、
歳
出
９０
兆
円
と
言
う

大
借
金
予
算
で
す
。
同
時
進
行
で
議
論

さ
れ
て
い
る
の
が
昨
年
１２
月
２９
日
に

民
主
党
が
決
め
た
消
費
税
増
税
案
で
、

現
在
の
５
％
を
、
２６
年
４
月
に
８
％
、

２７
年
１０
月
に
１０
％
と
す
る
案
で
す
。

こ
れ
を
決
め
た
野
田
内
閣
に
対
し
、
自

民
党
は
じ
め
と
す
る
野
党
は
お
ろ
か
与

党
内
に
も
反
対
論
が
有
り
先
行
き
は
不

明
で
す
。 

我
が
国
の
大
借
金
即
ち
公
債
残
高
は

世
界
最
悪
、
ギ
リ
シ
ャ
よ
り
も
酷
く
、

国
内
総
生
産
の
２
倍
を
超
え
て
い
ま
す
。

昭
和
５０
年
（
１
９
７
５
年
）
ま
で
は
歳

入
、
歳
出
の
バ
ラ
ン
ス
は
保
た
れ
て
い

た
が
、
５５

年
度
に
国
債
依
存
度
は

３０
％
を
超
え
、
６０
年
度
に
は
４０
％
を 

       

超
え
ま
し
た
。
そ
の
後
６７
年
に
３０
％

台
に
戻
っ
た
の
は
中
曽
根
内
閣
の
も
と

「
土
光
臨
調
」
に
よ
る
行
革
と
民
営
化

の
賜
物
で
す
。
残
念
な
が
ら
そ
の
後
は

歯
止
め
を
失
い
ま
し
た
。
国
の
借
金
は

ウ
ナ
ギ
登
り
、
つ
い
に
昨
年
度
と
本
年

度
は
予
算
の
半
分
を
借
金
で
ま
か
な
っ

て
い
ま
す
。
理
由
は
社
会
保
障
費
即
ち

年
金
と
医
療
費
の
増
加
と
言
い
ま
す
が
、

実
際
は
誰
も
直
視
せ
ず
、
ま
と
も
に
取

り
組
ん
で
来
な
か
っ
た
。
選
挙
目
当
て

の
バ
ラ
マ
キ
も
大
き
い
。
我
が
国
の
国

債
は
自
国
民
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い

る
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
の
よ
う
に
は
な
ら
な

い
と
嘯
く
識
者
が
い
ま
す
。
例
え
て
言

え
ば
、
４０
万
円
の
月
給
で
９０
万
円
の

生
活
を
し
て
い
る
が
、
家
族
自
身
が
補

填
し
て
い
る
か
ら
大
丈
夫
と
言
っ
て
い

る
よ
う
な
も
の
で
す
。
だ
が
、
間
も
な

く
預
金
が
底
を
つ
い
た
ら
ど
う
す
る
の

で
し
ょ
う
。
日
本
の
現
状
が
何
と
な
く

保
て
て
い
る
の
は
世
界
経
済
全
体
が
極

め
て
異
常
な
間
違
い
の
バ
ラ
ン
ス
の
上 

       

に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。 

今
す
ぐ
に
も
間
違
い
の
バ
ラ
ン
ス

が
崩
れ
て
も
不
思
議
で
な
く
、
日
本
の

信
用
は
一
気
に
失
墜
、
ま
さ
に
恐
慌
に

な
り
ま
す
。
余
り
の
巨
額
で
世
界
全
体

で
も
救
済
な
ど
出
来
ま
せ
ん
。 

 
 
 
 

 

改
善
策
は
残
念
な
が
ら
、
今
す
ぐ
の 

消
費
税
増
税
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
消
費

税
は
優
れ
た
点
が
沢
山
あ
り
ま
す
、 

①
全
て
の
人
に
平
均
し
て
、
あ
ら
ゆ
る

生
産
・
サ
ー
ビ
ス
の
各
段
階
に
同
一
の

原
則
を
当
て
は
め
ら
れ
る
。 

②
透
明
性
が
高
く
把
握
し
や
す
い
。 

③
日
本
の
現
状
が
５
％
に
対
し
、
世
界

の
先
進
国
は
平
均
し
て
１５
％
以
上
、
社

会
保
障
が
充
実
し
て
い
る
北
欧
諸
国
は

２５
％
で
す
。
そ
し
て
、
ど
の
国
も
日
本

程
の
低
成
長
に
瀕
（
ひ
ん
）
し
て
は
い
な

い
。
日
本
に
は
１０
～
１５
％
の
余
地
が

あ
る
と
言
え
ま
す
。 

問
題
点
は
、
今
の
日
本
は
何
も
決
ま

ら
な
い
事
で
、
ま
し
て
消
費
税
は
常
に

政
争
の
具
に
さ
れ
強
硬
な
反
対
で
実
現

し
な
い
事
で
、
政
治
家
に
は
タ
ブ
ー
に

な
っ
て
い
ま
す
。
反
対
の
論
拠
は
、 

①
消
費
税
を
上
げ
る
と
景
気
が
悪
く
な

り
税
収
は
却
っ
て
減
る
と
言
う
＝
こ
れ

は
短
期
的
に
は
と
も
か
く
、
中
長
期
で

は
嘘
で
す
。
日
本
よ
り
１０
～
２０
％
も

高
い
消
費
税
の
国
の
殆
ど
全
て
が
日
本

程
無
力
感
は
無
く
、
低
成
長
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
又
、
神
武
と
か
岩
戸
と
言
わ

れ
た
未
曽
有
の
好
況
時
に
も
税
収
が
充

分
に
上
が
っ
た
試
し
な
ど
無
い
の
で
す
。 

②
国
会
議
員
定
数
や
公
務
員
数
、
天
下

り
な
ど
を
放
置
し
て
税
を
上
げ
る
の
は

許
せ
な
い
と
言
う
。
＝
全
く
そ
の
通
り

だ
が
、
こ
れ
ら
が
出
来
な
い
間
消
費
税

は
上
げ
ら
れ
な
い
と
言
う
の
は
反
対
派

の
常
套
句
で
、両
方
が
大
切
な
の
で
す
。 

③
公
約
違
反
だ
と
言
う
。
＝
も
う
国
民

は
諦
め
て
賛
成
論
が
世
論
と
な
っ
て
い

る
。
与
党
議
員
ま
で
が
公
約
違
反
と
言

う
な
ら
選
挙
し
か
な
い
。 

野
田
総
理
は
「
不
退
転
の
決
意
」
を

繰
り
返
し
、
支
持
率
も
自
分
の
政
治
生

命
も
賭
け
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど

は
っ
き
り
と
言
っ
た
総
理
は
居
な
い
。

腰
砕
け
に
な
ら
な
い
事
を
祈
り
つ
つ
、

今
は
支
持
し
た
い
。 

で
は
、
消
費
税
を
何
％
上
げ
、
財
政

再
建
を
ど
う
す
べ
き
か
、
一
人
の
生
活

者
と
し
て
の
見
解
を
申
し
上
げ
ま
す
。 
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①
今
は
１０
％
と
す
る
が
こ
れ
で
は
、
全

く
不
十
分
、
早
晩
２０
％
と
す
る
。 

②
歳
出
削
減
に
は
あ
ら
ゆ
る
経
費
を
徹

底
節
減
、
殊
に
老
齢
年
金
を
２０
％
カ
ッ

ト
し
子
育
て
世
代
に
回
す
。（
私
が
好
奇

＝
高
貴
高
齢
者
？
だ
か
ら
言
え
る
。） 

③
政
治
の
浄
化
に
は
、
政
治
資
金
規
正

法
を
改
正
し
、
違
反
は
無
過
失
責
任
、

無
罪
の
立
証
責
任
は
政
治
家
本
人
に
有

る
と
改
正
。
今
は
半
ば
公
然
と
金
を
ば

ら
撒
い
て
派
閥
を
肥
や
す
事
が
許
さ
れ
、

国
民
の
無
力
感
は
何
十
年
も
続
い
て
い

る
。
上
の
者
ほ
ど
悪
事
が
許
さ
れ
る
日

本
は
後
進
国
で
す
。 

④
景
気
対
策
も
企
業
や
農
漁
業
等
へ
の

補
助
金
も
一
切
止
め
る
べ
き
。
こ
の
２０

年
間
、
公
債
を
２０
～
４０
兆
円
発
行
し

続
け
、
予
算
に
つ
ぎ
込
み
、
公
定
歩
合

を
１
％
未
満
と
し
て
き
た
が
押
上
効
果

は
ゼ
ロ
で
し
た
。
そ
の
結
果
社
会
も
経

済
も
脆
弱
化
、
日
本
は
跳
躍
力
を
失
い

ま
し
た
。
半
端
な
覚
悟
で
は
何
も
変
わ

ら
な
い
の
で
す
。
財
政
を
再
建
し
活
力

を
取
り
戻
す
事
は
数
十
年
単
位
の
試
練
、

私
達
国
民
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
な
の
で
す
。 

「
土
光
敏
夫
１
０
０
の
言
葉
」 

を
読
ん
で
。 

保
坂 

武
雄 

年
明
け
、
巻
頭
言
を
書
い
て
い
る
時

こ
の
本
に
出
会
い
ま
し
た
。 

経
営
者
、
経
団
連
会
長
、
臨
調
会
長

と
し
て
歯
に
衣
着
せ
ぬ
お
言
葉
と
生
活

姿
勢
は
ま
さ
に
現
代
の
指
針
で
す
。 

８
６
年
１
１
月
３
日
民
間
人
と
し

て
は
例
の
な
い
勲
一
等
旭
日
桐
花
大
綬

章
を
受
け
、「
個
人
は
質
素
に
、
社
会
は

豊
か
に
と
言
う
母
の
教
え
を
、
行
政
改

革
の
基
本
精
神
と
信
じ
て
微
力
を
さ
さ

げ
て
参
り
ま
し
た
・
・
」
と
挨
拶
。 

経
団
連
会
長
に
な
り
「
一
番
シ
ョ
ッ

ク
だ
っ
た
の
は
金
権
政
治
の
問
題
だ
っ

た
、
そ
れ
が
国
家
の
本
質
に
ふ
れ
る
問

題
だ
か
ら
。」
と
言
い
、
経
団
連
を
経
由

し
て
の
政
治
献
金
を
止
め
て
し
ま
い
ま

し
た
。
私
生
活
で
は
大
企
業
ト
ッ
プ
と

な
っ
て
も
鶴
見
か
ら
東
京
ま
で
電
車
通

勤
し
て
い
た
。
臨
調
会
長
時
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

取
材
が
Ｐ
Ｒ
に
な
る
な
ら
と
自
宅
食
卓

に
カ
メ
ラ
取
材
を
受
け
た
。
そ
の
日
の

献
立
は
大
好
き
な
メ
ザ
シ
だ
っ
た
の
で
、 

「
メ
ザ
シ
の
土
光
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

「
行
政
改
革
問
題
は
、
我
が
国
が
国

家
と
し
て
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
問

題
で
、
し
か
も
焦
眉
の
急
・
・
現
在
、

国
債
が
８
２
兆
円
、
地
方
債
も
４
０
兆

円
近
い
、
国
民
一
人
当
た
り
１
０
０
万

円
の
計
算
に
な
る
・
・
。
こ
ん
な
こ
と

は
欧
米
に
も
例
が
な
い
。
太
平
洋
戦
争

の
水
準
を
超
え
て
い
る
。」
と
し
、
行
政

改
革
を
進
め
、
財
政
を
大
い
に
改
善
し

ま
し
た
。
お
よ
そ
３
０
年
前
で
す
が
、 

 

今
、
国
の
借
金
は
そ
の
１
０
倍
、
Ｇ
Ｎ

Ｐ
は
１
・
５
倍
に
も
な
っ
て
い
な
い
の

で
す
。
当
時
土
光
さ
ん
は
「
無
駄
や
国

の
借
金
を
放
置
し
て
の
増
税
は
ダ
メ
」

と
言
っ
て
い
た
が
、
今
は
草
葉
の
陰
で

「
だ
か
ら
言
っ
た
、
他
に
手
は
な
い
。

不
退
転
の
決
意
で
税
と
社
会
保
障
そ
し

て
財
政
の
抜
本
改
革
を
一
体
と
し
て
や

る
べ
し
、
小
出
し
に
せ
ず
ス
ピ
ー
デ
イ

に
」
と
言
う
の
で
は
と
思
う
が
如
何
？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

私
事
で
恐
縮
で
す
が
、
５
年
前
、
本
を

出
し
ま
し
た
。「
ス
ロ
ー
イ
ン
フ
ォ
ー
メ

ー
シ
ョ
ン
」
と
言
い
ま
す
。
維
新
以
来

１
５
０
年
の
経
済
指
標
を
グ
ラ
フ
化
、

結
論
と
し
て
①
公
定
歩
合
を
２
％
と
し
、

②
消
費
税
を
直
ち
に
１
０
％
に
上
げ
、

③
老
齢
年
金
を
２
０
％
カ
ッ
ト
、
④
政

官
の
腐
敗
に
は
厳
罰
を
と
書
き
ま
し
た
。

（
Ｐ
１
６
２
）
当
時
は
、
消
費
税
な
ど

話
題
に
も
な
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

ブ
ロ
グ
、「
ほ
ー
さ
ん
通
信
」
で
お

読
み
頂
け
ま
す
。 

区
の
図
書
館
に
も
有
り
ま
す
。 
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食
べ
方
を
工
夫
す
る
だ
け
で
糖
化
を

防
げ
る
。
そ
の
食
べ
方
四
つ
と
は
？ 

 

 

①
「
懐
石
食
べ
」
で
血
糖
値
の
急
上

昇
を
防
ぐ  

糖
化
を
防
ぐ
に
は
、食
後

の
血
糖
値
が
急
に
上
が
ら
な
い
よ
う
に

す
る
。
そ
こ
で
重
要
に
な
っ
て
く
る
の

が
、
食
品
を
食
べ
る
順
番
。
ご
飯
を
先

に
食
べ
る
と
血
糖
値
が
急
上
昇
し
、 

そ
れ
に
あ
わ
せ
て
イ
ン
ス
リ
ン
も
た
く

さ
ん
分
泌
さ
れ
る
。
サ
ラ
ダ
を
先
に
食

べ
た
時
は
、
血
糖
値
の
上
が
り
方
も
イ

ン
ス
リ
ン
の
分
泌
も
ゆ
る
や
か
に
な
る
。 

 

ど
っ
ち
を
先
に
食
べ
る
か
と
い
う
問
題

で
、
そ
れ
が
大
き
な
差
が
つ
く
。
ポ
イ

ン
ト
に
な
る
の
は
食
物
繊
維
で
、
野
菜

や
豆
類
、
海
藻
や
キ
ノ
コ
類
な
ど
に
含

ま
れ
る
食
物
繊
維
に
は
、
糖
質
の
吸
収

を
ゆ
る
や
か
に
す
る
働
き
が
あ
り
、
食

物
繊
維
た
っ
ぷ
り
の
サ
ラ
ダ
を
糖
質
よ

り
も
先
に
食
べ
る
だ
け
で
、
血
糖
値
の

急
上
昇
を
避
け
る
事
が
出
来
る
。
懐
石

料
理
で
は
、
旬
の
野
菜
な
ど
を
中
心
に

し
た
料
理
が
最
初
に
出
て
、
次
に
肉
や

魚
の
メ
イ
ン
の
料
理
に
移
っ
て
い
き
、

最
後
に
ご
飯
や
そ
ば
な
ど
の
炭
水
化
物

で
終
わ
る
。
血
糖
値
の
上
昇
を
防
ぎ
、

糖
化
を
防
ぐ
に
は
、
こ
の
順
番
で
食
べ

る
の
が
最
も
適
し
て
い
る
。 

 
 
 
 

 

 

②
緑
の
野
菜
を
た
く
さ
ん
食
べ
る 

 

最
強
の
抗
糖
化
食
品
は
？
そ
れ
は
緑
の
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野
菜
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
二
〇
一
〇
年

の
研
究
で
、
緑
の
野
菜
は
糖
尿
病
の
発

症
を
抑
制
す
る
と
い
う
論
文
が
あ
り
、

そ
の
根
拠
と
し
て
、
緑
の
野
菜
は
Ａ
Ｇ

Ｅ
（
糖
化
最
終
生
成
物
で
老
化
促
進
物

質
）
を
抑
え
る
役
割
が
あ
る
。
ま
た
、

緑
の
野
菜
に
は
カ
リ
ウ
ム
が
多
く
含
ま

れ,

糖
尿
病
の
発
症
を
、
抑
え
る
の
に
効

果
的
で
あ
る
事
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
厚
生
労
働
省
は
一
日
の
野
菜
必
要

量
は
三
五
〇
グ
ラ
ム
、
だ
い
た
い
両
手

一
杯
ほ
ど
の
量
で
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

③
糖
化
し
た
食
品
を
摂
り
過
ぎ
な
い 

 

特
に
、
加
工
食
品
で
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
、

ク
ッ
キ
ー
、
ビ
ス
ケ
ッ
ト
、
ス
ナ
ッ
ク

類
な
ど
は
、
基
本
的
に
小
麦
粉
に
砂
糖

を
混
ぜ
て
加
熱
し
た
も
の
。
そ
の
加
熱

加
工
の
過
程
で
、
小
麦
粉
に
含
ま
れ
る

た
ん
ぱ
く
質
と
糖
が
反
応
し
て
糖
化
が

起
こ
っ
て
い
ま
す
。
食
品
の
Ａ
Ｇ
Ｅ
量

は
生
の
状
態
が
最
も
低
く
、
加
熱
調
理

を
す
る
と
一
気
に
高
く
な
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
続
き
は
次
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
） 

 

 

■ 

話
の
ひ
ろ
ば 

七
福
神
め
ぐ
り 

 

馬
場 

洋
子 

健
生
会
恒
例
の
新
春
七
福
神
め
ぐ

り
に
今
年
も
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
こ
の
冬
一
番
の
寒
さ
と
言
わ
れ

た
一
月
十
二
日
（
木
）
早
朝
七
時
三
十

分
に
バ
ス
で
練
馬
区
役
所
前
を
出
発
、

高
野
台
駅
前
集
合
の
人
達
と
合
流
し
、

総
勢
三
十
三
名
で
河
口
湖
へ
と
向
い
ま

し
た
。中
央
高
速
で
は
好
天
に
恵
ま
れ
、

富
士
山
が
と
て
も
き
れ
い
な
稜
線
を
裾

野
ま
で
伸
ば
し
て
い
ま
し
た
。 

車
内
で
は
内
田
さ
ん
の
な
ぞ
な
ぞ

ク
イ
ズ
や
、
保
坂
さ
ん
の
難
し
い
ク
イ

ズ
で
楽
し
み
、
ま
た
ガ
イ
ド
さ
ん
と
共

に
懐
か
し
い
「
富
士
山
」
を
唄
っ
た
り

し
て
い
る
う
ち
に
北
口
本
宮
富
士
浅
間

神
社
に
到
着
、
参
道
に
は
杉
や
檜
の
巨

木
の
森
が
広
が
り
、
拝
殿
前
に
は
天
然

記
念
物
指
定
の
「
富
士
太
郎
杉
」「
富
士

夫
婦
檜
」
の
御
神
木
が
あ
り
、
本
殿
梁

か
ら
見
下
ろ
す
天
狗
も
あ
り
、
見
事
と

い
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。 

そ
の
後
は
綾
小
路
き
み
ま
ろ
さ
ん

が
富
士
河
口
湖
畔
に
寄
贈
し
た
黄
金
の

七
福
神
め
ぐ
り
で
す
。
河
口
湖
北
岸
に

は
福
禄
寿
、
寿
老
人
、
弁
財
天
、
毘
沙

門
天
、
大
黒
天
そ
し
て
河
口
湖
大
橋
を

渡
っ
た
南
岸
に
恵
比
寿
、
き
み
ま
ろ
茶

屋
に
布
袋
尊
。
こ
の
場
所
に
は
サ
ッ
カ

ー
女
子
Ｗ
杯
で
日
本
を
初
優
勝
に
導
い

た
佐
々
木
則
夫
監
督
が
、
大
会
前
か
ら

親
交
が
あ
っ
た
き
み
ま
ろ
さ
ん
の
七
福

神
を
訪
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。 

昼
食
は
河
口
湖
畔
で
ゆ
っ
く
り
美

味
し
い
「
ほ
う
と
う
定
食
」
を
い
た
だ

き
、
又
お
土
産
も
沢
山
買
い
ま
し
た
。 

河
口
湖
畔
を
後
に
し
て
次
の
見
学

場
所
ま
で
一
時
間
位
で
山
梨
県
立
美
術

館
へ
。
広
大
な
公
園
内
に
は
ロ
ダ
ン
の

彫
刻
や
、
そ
の
他
四
季
折
々
楽
し
め
る

花
木
が
あ
り
ま
し
た
。
開
館
以
来
三
十

年
以
上
も
「
ミ
レ
ー
の
美
術
館
」
と
し

て
親
し
ま
れ
て
い
て
、「
種
を
ま
く
人
」

「
落
穂
拾
い
」
な
ど
滅
多
に
見
ら
れ
な

い
素
晴
ら
し
い
作
品
を
鑑
賞
で
き
と
て

も
感
動
し
ま
し
た
。 

帰
り
の
バ
ス
で
は
き
み
ま
ろ
さ
ん

の
ビ
デ
オ
を
見
な
が
ら
大
笑
い
。
高
野

台
駅
に
着
い
た
時
に
は
皆
さ
ん
笑
い
疲

れ
た
よ
う
で
し
た
。
で
も
「
笑
う
門
に

は
福
来
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
今

年
も
又
自
然
に
幸
運
が
巡
っ
て
来
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
毎
年
各
地
の
七
福
神
を

計
画
し
て
く
だ
さ
る
役
員
さ
ん
に
本
当

に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。 

 

■ 

私
の
た
の
し
み 

 
 
 
 
 
 
 
 

菅
原 

美
佐
子 

私
は
子
供
の
頃
か
ら
乗
り
物
に
乗

っ
て
出
掛
け
、
車
中
か
ら
景
色
を
眺
め

る
の
が
好
き
で
し
た
。
そ
の
楽
し
み
は

今
も
続
い
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、「
青

春
１８
切
符
」
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

Ｊ
Ｒ
が
年
に
春
、
夏
、
冬
の
三
回
、
学

生
が
休
み
の
時
に
一
ヶ
月
間
ほ
ど
発
売

さ
れ
る
期
間
限
定
の
切
符
で
す
。「
青

春
」
と
名
前
が
つ
い
て
い
ま
す
が
誰
で

も
購
入
で
き
る
五
枚
綴
り
の
切
符
で
、

一
枚
に
換
算
す
る
と
二
＊
三
〇
〇
円
で

普
通
列
車
な
ら
一
日
中
何
度
で
も
途
中

下
車
が
出
来
ま
す
。
私
は
そ
の
切
符
を

時
々
買
い
求
め
て
一
人
で
日
帰
り
の
プ

チ
旅
行
に
で
か
け
ま
す
。
今
度
行
き
た

い
と
こ
ろ
の
目
星
を
付
け
て
置
い
て
、

時
刻
表
を
調
べ
な
が
ら
綿
密
に
計
画
を

た
て
、
又
そ
の
沿
線
の
美
味
し
い
駅
弁

や
名
産
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
お
く
の

も
楽
し
み
の
ひ
と
つ
で
す
。
私
の
計
画

は
お
天
気
次
第
な
の
で
、
夜
の
天
気
予

報
を
見
て
次
ぎ
の
日
が
良
い
天
気
だ
っ

た
ら
実
行
に
移
し
ま
す
。 

早
春
の
頃
に
は
日
本
で
一
番
標
高 

の
高
い
所
を
走
る
小
海
線
に
乗
っ
て
、 

八
ヶ
岳
の
雄
大
な
景
色
を
見
て
き
ま
し 

た
。
桜
の
満
開
の
頃
に
は
富
士
山
の
裾 

野
を
走
る
御
殿
場
線
に
乗
り
に
行
き
ま 

し
た
。
又
夏
に
は
荒
川
の
鉄
橋
を
走
る 

八
高
線
や
、
桐
生
か
ら
乗
り
換
え
て
列 

車
の
左
右
か
ら
見
え
る
「
わ
た
ら
せ
渓 

谷
」
を
満
喫
し
て
き
ま
し
た
。 

 

冬
は
上
越
線
に
乗
っ
て
地
下
に
あ
る 

谷
川
岳
の
駅
を
越
え
て
越
後
湯
沢
ま
で 

雪
景
色
を
み
て
き
ま
し
た
。
普
通
列
車 

な
の
で
土
地
の
人
達
も
乗
っ
て
お
り
、
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隣
り
合
わ
せ
た
方
達
と
も
会
話
が

弾
み
ま
す
。 

最
近
は
中
高
年
の
人
達
に
こ
の
「
青 

春
１８
切
符
」
が
人
気
が
あ
り
、
何
日
も

か
け
て
ゆ
っ
く
り
の
ん
び
り
、
旅
行
す

る
の
が
流
行
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
飛

行
機
や
新
幹
線
の
よ
う
に
早
く
目
的
地

に
着
く
旅
行
も
そ
れ
は
そ
れ
で
楽
し
い

の
で
す
が
、
鈍
行
で
一
駅
ひ
と
駅
止
ま

る
列
車
の
中
で
、
広
げ
て
食
べ
る
駅
弁

の
美
味
し
さ
も
ま
た
格
別
で
す
。 

 

■ 

コ
ー
ラ
ス
に
再
入
会
し
て 

シ
ル
バ
ー
・
コ
ー
ラ
ス 

笠
原 

久
子 

 

十
二
年
前
シ
ル
バ
ー
コ
ー
ラ
ス
に
入

会
し
ま
し
た
が
五
年
後
に
体
調
を
崩
し
、

退
会
し
ま
し
た
。
そ
の
後
五
年
間
の
空

白
を
経
て
二
年
前
、
入
会
当
初
か
ら
仲

良
く
し
て
頂
い
た
坂
根
さ
ん
の
お
誘
い

を
受
け
再
入
会
し
ま
し
た
。
十
年
前
と

変
ら
ず
和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
で
の
お

教
室
の
練
習
を
毎
回
楽
し
ん
で
い
ま
す
。 

入
会
時
は
娘
の
子
供
二
人
の
子
育

て
を
手
伝
っ
て
当
時
一
才
の
下
の
孫
を

預
り
、
発
表
会
の
練
習
の
為
ベ
ビ
ー
カ

ー
に
乗
せ
て
教
室
に
行
き
ま
し
た
が
、

発
表
曲
の｢

大
き
な
古
時
計｣

を
聴
い
て

い
て
気
持
良
さ
そ
う
に
寝
て
い
た
の
が

私
に
と
っ
て
懐
か
し
い
思
い
出
に
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
孫
も
現
在
小
学
五
年

の
腕
白
坊
主
に
成
長
し
ま
し
た
。 

今
後
は
健
康
の
為
と
始
め
た
フ
ォ

ー
ク
ダ
ン
ス
と
共
に
コ
ー
ラ
ス
も
無
理

を
せ
ず
、
楽
し
く
続
け
て
行
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。 

再
入
会
の
際
は
先
生
始
め
皆
様
が

気
持
ち
良
く
迎
え
入
れ
て
下
さ
り
感
謝

し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
宜
し
く

お
願
い
し
ま
す
。 

 

河
口
湖
七
福
神
巡
り 

 
 
 
 
 

報
告 

 

菅
原 

美
佐
子 

 

 
一
月
十
二
日
（
木
）
こ
の
冬
一
番
の

冷
え
込
み
と
言
う
寒
い
朝
、
三
十
三
名

の
参
加
者
は
大
型
バ
ス
の
ガ
イ
ド
さ
ん

つ
き
で
、
一
路
中
央
高
速
を
河
口
湖
へ

と
向
い
ま
し
た
。
真
っ
青
な
空
で
天
気

は
上
々
な
の
で
す
が
、
外
気
温
は
マ
イ

ナ
ス
三
度
を
示
し
て
い
ま
す
。
で
も
バ

ス
の
中
は
ポ
カ
ポ
カ
で
す
。
朝
が
早
か

っ
た
せ
い
か
コ
ッ
ク
リ
と
居
眠
り
が
出

て
き
そ
う
な
時
に
、
内
田
さ
ん
恒
例
の

「
な
ぞ
な
ぞ
と
ん
ち
ク
イ
ズ
」
で
頭
の

体
操
の
始
ま
り
で
す
。
真
面
目
に
考
え

過
ぎ
な
い
よ
う
に
と
思
い
つ
つ
当
た
っ

た
方
に
は
さ
さ
や
か
な
賞
品
も
用
意
し

て
あ
り
ま
し
た
。 

 

上
野
原
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
山
々
の
間

に
雪
化
粧
を
し
た
富
士
山
が
見
え
隠
れ

し
て
い
ま
し
た
が
、
バ
ス
が
進
行
す
る

に
し
た
が
っ
て
道
路
の
中
央
に
雄
大
な

姿
を
見
せ
て
く
れ
、
皆
の
歓
声
が
あ
が

り
ま
し
た
。
富
士
急
ハ
イ
ラ
ン
ド
を
通

り
過
ぎ
て
か
ら
、
ま
も
な
く
最
初
の
目

的
地
で
あ
る
富
士
浅
間
神
社
の
参
拝
で

す
。
富
士
山
を
見
守
る
神
社
と
し
て
建

立
さ
れ
、
境
内
は
樹
齢
何
百
年
も
経
っ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
杉
木
立
を
通
り
抜

け
て
、本
殿
に
て
祈
願
し
て
き
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
バ
ス
で
三
十
分
程
で
川
口
湖

畔
に
到
着
で
す
。
そ
こ
か
ら
徒
歩
で
七

福
神
巡
り
で
す
。
河
口
湖
畔
の
近
辺
に 

漫
談
家
・
綾
小
路
き
み
ま
ろ
さ
ん
が
奉

納
し
た
「
黄
金
の
七
福
神
」
が
祭
っ
て

あ
り
ま
す
。
き
み
ま
ろ
さ
ん
は
今
で
も

河
口
湖
近
く
に
住
ん
で
い
て
、
地
元
に

貢
献
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

 

各
々
の
七
福
神
は
木
で
出
来
た
ほ
こ

ら
に
納
め
ら
れ
て
お
り
、
黄
金
の
輝
き

を
放
ち
立
派
な
も
の
で
し
た
。
バ
ス
ガ

イ
ド
さ
ん
の
説
明
に
よ
る
と
、
恵
比
寿

天
だ
け
が
日
本
の
神
様
で
大
黒
天
、
弁

財
天
、
毘
沙
門
天
は
イ
ン
ド
か
ら
来
た

神
様
、
寿
老
人
、
福
禄
寿
、
布
袋
尊
は

中
国
の
神
様
だ
そ
う
で
す
。 

 

七
福
神
巡
り
が
済
ん
だ
と
こ
ろ
で
昼

食
で
す
。
歩
い
て
い
る
時
の
湖
畔
を
渡

っ
て
く
る
風
は
肌
を
刺
す
よ
う
な
冷
た

さ
で
し
た
が
、
暖
か
い
「
ほ
う
と
う
」

メ
イ
ン
の
食
事
で
ほ
っ
と
一
息
つ
い
て
、

美
味
し
く
頂
き
ま
し
た
。
食
事
の
後
は

皆
お
土
産
の
お
買
い
上
げ
で
手
荷
物
は

益
々
重
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

最
後
の
見
学
は
山
梨
県
立
美
術
館
の

絵
画
の
鑑
賞
で
す
。こ
の
美
術
館
は「
ミ

レ
ー
の
美
術
館
」
と
も
呼
ば
れ
、
有
名

な
「
種
を
ま
く
人
」「
落
穂
拾
い
」
の
絵

な
ど
の
ほ
か
ミ
レ
ー
の
絵
が
数
点
あ
り

ま
た
、
一
八
０
０
年
代
の
有
名
な
画
家

の
絵
も
多
く
展
示
さ
れ
て
お
り
、
時
間

の
余
裕
が
あ
っ
た
ら
ゆ
っ
く
り
鑑
賞
し

て
み
た
い
ほ
ど
で
し
た
。
参
考
ま
で
に

こ
こ
の
入
館
料
は
六
十
五
歳
以
上
は
無

料
の
た
め
、
今
回
の
参
加
者
は
全
員
無

料
で
鑑
賞
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。（
山
梨

県
は
ミ
レ
ー
の
絵
を
所
有
し
た
り
、
鑑

賞
が
無
料
で
し
た
り
で
、
裕
福
な
県
な

の
で
し
ょ
う
か
？
） 

 

四
時
過
ぎ
に
美
術
館
を
後
に
し
て
本

日
の
コ
ー
ス
は
終
了
で
す
。
帰
路
の
バ

ス
の
中
で
は
疲
れ
て
居
眠
り
す
る
人
や
、

き
み
ま
ろ
さ
ん
の
ビ
デ
オ
を
見
な
が
ら

笑
い
転
げ
る
人
な
ど
等
、
無
事
に
高
野

台
、
練
馬
に
予
定
の
時
刻
に
到
着
し
ま

し
た
。 

 

今
年
も
会
員
の
皆
様
が
健
康
で
楽
し

く
健
生
会
の
行
事
に
参
加
で
き
ま
す
事

を
お
参
り
し
て
き
ま
し
た
。 
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「
一
月 

役
員
会
」
報
告 

（
五
日
・
出
席
者
）
ボ
ラ
セ
ン 

青
木
玲
子 

上
西
正
夫 

秋
元
婦
み
子 

内
田
稚
代 
近
江
勇
吉 

菅
原
美
佐
子 

宮
田
頼
子 
保
坂
武
雄 

中
村
千
代
古 

山
口
得
代 

長
谷
川
宏
道 

 
 
 
 
 
 
 

（
司
会
）・
青
木 

☆
十
二
月
二
十
七
日
（
金
）
発
送
業
務

終
了
後
、
感
謝
を
持
っ
て
最
後
の
慰
労

会
を
す
る
こ
と
が
出
来
た
。 

★
一
月
十
二
日
（
木
）
七
福
神
め
ぐ
り 

参
加
者
、
三
十
三
名 

予
定 

 

☆
二
十
四
年
度
「
新
年
会
」
一
月
二
十

七
日
（
金
）
椿
山
荘
カ
メ
リ
ア
に
て
、

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
沿
っ
て
確
認
す
る
。 

新
年
会
の
司
会
・
山
口
、 

菅
原 

今
年
の
卒
寿
（
九
十
歳
）
傘
寿
（
八
十

歳
）
の
方
に
記
念
品
進
呈
。 

落
語
、
三
遊
亭
大
王
（
渡
邊
一
雄
）
縁

台
、
座
布
団
、
出
囃
子
な
ど
。 

☆
臨
時
総
会
の
司
会
・
内
田 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
化
の
説
明
・
保
坂 

質
疑
応
答
・
青
木
、
保
坂
、
渡
邊 

新
春
お
楽
し
み
・
内
田
、
山
口
、
菅
原 

記
念
写
真
と
閉
会
の
挨
拶
・
近
江 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
化
の
書
類
に
つ
い
て
の
検

討
を
本
日
役
員
会
の
午
後
延
長
役
員
会

と
し
て
午
後
一
時
か
ら
四
時
ま
で
ボ
ラ

セ
ン
で
行
う
こ
と
と
し
た
。 

 

☆
第
二
回「
み
ん
な
の
お
ん
が
く
か
い
」

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い

が
第
二
部
の
プ
ロ
、
セ
ミ
プ
ロ
の
部
分

に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
候
補
か
ら
ソ

プ
ラ
ノ
独
唱
と
チ
ェ
ロ
演
奏
を
選
び
、

そ
れ
ぞ
れ
出
演
者
の
快
諾
を
得
て
い
る
。 

☆
二
月
例
会
、
松
島
先
生
、
十
八
日
十

時
～
十
二
時
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー 

☆
次
回
、
大
江
戸
花
め
ぐ
り
、
四
月
か 

五
月
、
日
程
は
検
討
中 

☆
四
月
、
一
泊
旅
行
の
日
程
検
討
中 

★
現
在
会
員
数
、
二
〇
四
名 

★
二
月
号
の
巻
頭
言
は
保
坂
担
当 

★
二
月
の
行
事
予
定
の
確
認
と 

 
 
 
 

ニ
ュ
ー
ス
内
容
の
検
討 

★
一
月
ニ
ュ
ー
ス
作
業 

＊
割
付
・
校
正
一
月
二
十
四
日
（
火
） 

 
 
 
 

午
前
九
時
半 

ボ
ラ
セ
ン 

 

二
月
二
十
一
日
（
火
）
一
時
か
ら 

三 
 
 
 
 
 

三
時
半
ま
で
ボ
ラ
セ
ン 

＊
印
刷
・
発
送
一
月
三
十
日
（
月
） 

 
 
 
 

午
前
十
時 

ボ
ラ
セ
ン 

二
月
は
二
十
八
日
（
火
）
午
前
十
時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ボ
ラ
セ
ン 

★
「
二
月
役
員
会
」
六
日
（
月
） 

 
 
 
 
 

午
前
十
時
～
十
二
時 

 

リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー 

司
会
・
中
村
（
チ
） 

 
 
 
 
 
 

文
責
・
山
口 

 

◆
「
ニ
ュ
ー
ス
【
割
付
／
校
正
】」 

 
 
 

（
十
二
月
二
十
一
日
・
練
馬
） 

青
木
玲
子 

近
江
勇
吉 

秋
元
婦
み
子 

中
村 

清 

保
坂
武
雄 

菅
原
美
佐
子 

宮
田
頼
子 

山
口
得
代 

 

 

◆
「
ニ
ュ
ー
ス
【
印
刷
／
発
送
】」 

 
 
 

（
十
二
月
二
十
七
日
・
練
馬
） 

青
木
玲
子 

石
毛
栄
子 

秋
元
婦
み
子 

今
村
安
江 

内
田
稚
代 

島
田
フ
サ
子 

近
江
勇
吉 

葛
谷
豊
子 

菅
原
美
佐
子

嶋
木
和
子 

志
村
松
枝 

中
村
千
代
古 

高
橋
保
孝 

高
山
節
子 

中
村 

清 
 

橋
本 

光 

保
坂
武
雄 

宮
田
頼
子 

山
口
得
代 

 

◆
や
す
ら
ぎ
会 

（
平
成
二
十
四
年
一
月
六
日
・
練
馬
） 

石
毛
栄
子 

大
矢
芳
子 

秋
元
婦
み
子 

葛
谷
豊
子 

澤
田
正
子 

内
田
ま
さ
子 

志
村
松
枝 

武
田
怜
子 

小
野
寺
京
子 

西
勝
絹
子 

橋
本 

光 

島
田
フ
サ
子 

細
野
愛
子 

松
島
久
米 

安
岡
良
子 

八
巻
祥
子 

柳
井
田
芳
子 

◆
や
す
ら
ぎ
会 

 
 
 
 

（
一
月
二
十
日
・（
練
馬
） 

大
矢
芳
子 
西
勝
絹
子 

秋
元
婦
み
子 

橋
本 

光 

松
島
久
米 

内
田
ま
さ
子 

八
巻
祥
子 

小
野
寺
京
子 

島
田
フ
サ
子 

◆
「
お
し
め
た
た
み
／
ボ
ラ
」 

 
 

（
一
月
六
日
・
小
茂
根
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鷺
池
聰
子 

高
村
直
子 

池
谷
久
美
子 

篠
崎
玲
子 

鈴
木
敏
彦 

大
久
保
晴
子 

会
員
外
三
名 

 

◆
お
し
め
た
た
み
／
」 

 
 

（
一
月
二
十
日
・
小
茂
根
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

鷺
池
聰
子 

高
村
直
子 

池
谷
久
美
子 

篠
崎
玲
子 

鈴
木
敏
彦 

大
久
保
晴
子 

秋
元
婦
み
子 

菅
原
美
佐
子 

会
員
外
二
名 

 

 

◆
き
ら
ら
生
活
支
援
昼
食
会 

（
一
月
十
三
日
） 

豊
玉
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー 

六
階 

《
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
・
三
十
人
分
》 

市
原
澄
子 

篠
崎
玲
子 

大
久
保
晴
子 

鷺
池
聰
子 

保
坂
武
雄 

 

  

◆
使
用
済
み
切
手
収
集 

上
西
正
夫 

秋
元
婦
み
子 

 

水
野
清
子 

池
谷
久
美
子 

 

椎
名
昌
信 

若
月
た
ね
子 

 

◇
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

◎
新
会
員
の
紹
介 

 
     

小
松 

幸
子 

様 

 
 
 

吉
井 

利
光 

様 
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映
画
評
「
孔
子
の
教
え
」 

 

Ｔ
・
Ｈ 

孔
子
様
は
二
千
五
百
年
前
、
中
国
春

秋
時
代
魯
の
国
に
生
き
た
。
ネ
パ
ー
ル

で
お
釈
迦
様
が
生
き
た
時
代
で
あ
り
、 

日
本
で
は
弥
生
時
代
が
始
る
頃
で
あ
る
。 

「
己
の
欲
せ
ざ
る
と
こ
ろ
、
人
に
施
す

な
か
れ
。」 

「
朝
に
道
を
聞
か
ば
、
夕
べ
に
死
す

と
も
可
な
り
」
な
ど
の
教
え
「
論
語
」

は
中
国
以
上
に
日
本
人
は
昔
か
ら
親
し

み
、学
び
道
徳
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。 

紀
元
前
５
５
１
年
に
生
ま
れ
、
幼
く
し

て
両
親
を
亡
く
し
た
孔
子
は
軍
人
と
な

る
。
類
稀
な
巨
漢
、
文
武
に
優
れ
、
上

下
か
ら
慕
わ
れ
て
頭
角
を
現
し
た
。「
仁

の
心
で
政
治
を
す
れ
ば
国
は
富
み
戦
に

も
勝
て
る
」
と
し
、
実
際
に
国
を
富
ま

せ
、
戦
に
勝
っ
た
。
５１
歳
で
大
司
冦
、

（
最
高
裁
判
官
）外
交
官
に
ま
で
上
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、常
に
は
理
解
さ
れ
ず
、

陰
謀
に
巻
き
込
ま
れ
、
王
か
ら
も
思
想

を
否
定
さ
れ
、
命
を
か
け
た
１４
年
間
に

及
ぶ
流
浪
の
旅
に
出
る
。
彼
を
追
う
顔

回
や
子
路
な
ど
多
く
の
弟
子
達
と
行
動

を
共
に
し
た
。
こ
の
苦
難
の
行
程
に
孔

子
が
発
し
た
数
々
の
教
え
を
後
の
時
代

に
、
弟
子
達
が
纏
め
た
も
の
が
「
論
語
」

と
な
り
儒
教
の
始
ま
り
と
ま
っ
た
。 

映
画
は
こ
の
様
子
を
中
心
に
、
こ
れ

ま
で
我
々
が
思
っ
て
い
た
と
は
異
な
る
、

孔
子
像
を
見
せ
て
く
れ
る
。
聖
人
君
子

が
考
え
抜
い
た
言
葉
と
言
う
よ
り
も
、

現
実
の
政
治
や
戦
や
権
謀
術
策
の
中
で

語
っ
た
も
の
が
「
論
語
」
な
の
だ
。 

中
国
共
産
主
義
下
で
は
歴
史
上
の 

英
雄
を
否
定
す
る
時
期
も
あ
っ
た
が
、

最
近
の
経
済
発
展
の
中
で
歴
史
を
見
直

し
、
道
徳
を
尊
ぶ
べ
き
と
の
考
が
出
て

こ
の
映
画
は
実
現
し
た
と
言
う
。 

監
督
は
女
流
チ
ャ
ン
・
イ
ー
モ
ウ
、

主
演
俳
優
は
香
港
の
国
際
的
ス
タ
ー
、

チ
ョ
ウ
・
ユ
ン
フ
ァ
等
最
高
の
布
陣
。

「
レ
ッ
ド
ク
リ
フ
＝
赤
壁
」
を
思
わ
せ

る
戦
闘
シ
ー
ン
や
、
招
待
さ
れ
た
国
の

王
妃
に
誘
惑
さ
れ
る
シ
ー
ン
な
ど
は
余

り
に
映
画
的
な
演
出
と
感
じ
た
が
、 

井
上
靖
の
「
孔
子
」
と
も
相
通
ず
る
点

が
多
く
、
楽
し
く
孔
子
の
人
間
像
に
つ

い
て
学
べ
た
。 

★
★
★
★
☆
評
価 

「
学
ん
で
思
わ
ざ
れ
ば
、即
ち
く
ら
し
、 

思
う
て
学
ば
ざ
れ
ば
、
即
ち
危
う
し
」。 

  

山
梨
県
立
美
術
館
を
見
学 

 
 
 
 
 
 
 

近
江 

勇
吉 

１
月
１２
日
、
山
梨
県
立
美
術
館
を
見

学
に
七
福
神
め
ぐ
り
の
途
中
に
「
ミ
レ

ー
と
バ
ル
ビ
ゾ
ン
派
の
作
品
」
順
序
と

し
て
、
ミ
レ
ー
の
作
品
か
ら
拝
見
し
て

行
き
ま
し
た
が
、「
種
を
ま
く
人
・
１
８

５
０
年
。
落
ち
穂
ひ
ろ
い
・
１
８
５
３

年
」
何
れ
も
、
今
回
で
５
度
目
ぐ
ら
い 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

観
ま
し
た
が
、
何
度
見
て
も
こ
の
方
々

の
作
品
に
は
感
動
す
る
の
み
で
す
。
同

館
で
は
、
特
別
展
、
特
別
公
開
と
し
て
、

（
現
・
東
京
芸
術
大
学
）
日
本
学
科
を

卒
業
し
た
昭
和
６
年
卒
業
組
み
に
、
山

田
申
吾
の
他
に
沢
山
の
方
々
が
お
り
ま

す
が
、「
冬
の
情
景
～
晴
を
待
つ
」
申
吾

の
作
品
《
霜
晨
》
が
特
に
眼
に
入
り
ま

し
た
。
今
か
ら
１
６
２
年
前
の
ミ
レ
ー

の
作
品
や
、
申
吾
の
よ
う
に
８０
年
前
の

新
し
い
作
品
も
、
こ
の
山
梨
県
立
美
術

館
で
拝
見
で
き
た
と
言
う
こ
と
は
、
私

は
恵
ま
れ
過
ぎ
で
す
。 

  

 
 
 

俳  

句  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

水 

仙  
 
 
 
 
 
 
 

中
村  

清 
白
息
が
交
わ
す
挨
拶
五
年
生 

負
け
ん
気
を
人
に
嗤
わ
れ
寒
鴉 

水
仙
の
香
を
引
き
寄
せ
し
ひ
と
の
あ
り  

福
笑
い
目
鼻
が
逆
さ
笑
い
の
渦       

水
仙
や
地
震
続
く
地
の
海
に
向
く 

        

      ◆１円玉：５円玉/募金◆ 

恒例により（１円玉・５円玉）の募金を行います。 

是非ご協力下さい。 

◆例会やサークルの集まりなどの時、袋に入れ 

 名前と金額を記載して、役員までお渡し下さい。 

 締切日は３月１０日迄 

「チリも積もれば山となる」の諺の通り少しの 

金額でも結構です。 

  

 



7 

 

               

冬
の
間 

              

               

               

■四季をよりきめ細かく分けた二十四節気■    「小 暑（しょうしょ）」７月７日 

《ホームページ（カレンダー）より抜粋／西村 一彌 

★（平成24年2月～２５年１月まで） 

★日本には何月何日というデジタルな暦ととも 

に、「立春」とか「清明」「白露」などの美しい言 

葉が示される「二十四節季」という暦があります。 

四季に恵まれたこの国では「二十四節季」によっ 

て、自然の再生環境と季節の移ろいを身体全体で 

感じ、自然との共生をしてきたのです。 

 

◆【春】◆ 

「立 春（りっしゅん）」２月４日 

   暦の上で一年の始め、春の始めとされ、 

   暖かくなりはじめる。 

「雨 水」（うすい）」２月１９日  

   雪やあられが雨に変わり、氷や霜が融け 

   草や木の芽が生えはじめる。 

「啓 蟄（けいちつ」３月５日 

   冬のあいだ土の中に巣ごもりしていた虫 

   たちが目ざめ活動を始める。 

「春 分（しゅんぶん）」3月２０日 

   春のなかば。昼と夜の長さが等しくなる。 

   寒さもすっかりやわらぐ。 

「清 明」（せいめい）４月４日 

 万物が若返ってすがすがしく、さまざま 

な花が咲き乱れる。 

「穀 雨（こくう）」４月２０日  

   田畑の準備が整う。稲や麦などの穀物の 

長生を助ける恵の雨が降る。 

◆【夏】◆ 

「立 夏（りっか）」５月５日 

茶つみの始ま十八夜のころ。初夏の  

    陽がまぶしくなるる八 

「小 満（しょうまん）」５月２１日  

草や木が成長する。山野が緑にみちあふ 

れ、麦刈りのころとなる。 

「芒 種（ぼうしゅ）」６月５日 

入梅の入りの頃、梅の実が黄ばみ、田植 

えが盛んになる。 

「夏 至（げし）」６月２１日 

    太陽が最も高く昇り、昼が一番長く、夜 

    が一番短くなる。 

 

「小 暑（しょうしょ）」７月７日 

   梅雨が明けて、暑さが次第に厳しくなり、 

   セミが鳴きはじめる。 

「大 暑（たいしょ）」７月２２日 

   連日３０度を越える。夏の土用のころ。 

   最も暑く、子供たちは夏休み。 

◆【秋】◆ 

「立 秋（りっしゅう）」８月７日 

   暦の上では秋となるが、残暑はなお厳し 

   い。高原から秋のたより。 

「処 暑（しょしょ）」８月２３日 

朝夕はいく分かしのぎやすくなり、昼間 

の短くなったことを感じる。 

「白 露（はくろ）」９月７日 

朝、草花に白露の宿っているのをみる。 

台風シーズンとなる。 

「秋 分（しゅうぶん）」９月２３日 

秋の彼岸。暑さもおさまり、みのりの秋 

を迎える。昼夜の長さが大体同じになる。 

「寒 露（かんろ）」１０月８日 

稲刈りも終盤。山野はすっかり秋らしく、 

朝晩はさわやかである。 

「霜降（そうこう）」１０月２３日 

北国や高地では霜がおりはじめる。刈り 

入れの光景が見られる。 

◆【冬】◆ 

「立 冬（りっとう）」１１月７日 

紅葉する木樹も多くなり空気が乾いて、 

空が青く澄む。 

「小 雪（しょうせつ）」１１月２２日 

高い山に初雪が降って、白く輝く。朝、 

息が白くなる。冷え込みが厳しくなる。  

「大 雪（たいせつ）」１２月７日 

平地でも霜が降り、すっかり冬景色とな 

る。枯葉が木枯らしに舞う。 

「冬 至（とうじ）」１２月２１日 

太陽が最も低くなり、昼が一番短く、夜 

が最も長くなる。ゆず湯で身体を温める。 

「小 寒（しょうかん）」１月６日 

     寒に入り、寒さは次第に厳しくなる。 

「大寒（だいかん）」１月２１日 

最も寒い頃。大雪が降り氷がはりつめる。  

この後は少しずつ春に向う。 
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行 

事 

案 

内 

◎
繭
の
会
（
小
物
つ
く
り
） 

★
二
月
二
十
日
（
月
）
午
前
十 

場
所
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー 

☆
作
る
物 

 

ワ
ン
ち
ゃ
ん 

切
ら
ず
に
出
来
る
タ
オ
ル
手
芸 

※
持
っ
て
来
る
も
の 

ハ
サ
ミ
・
糸
・（
木
綿
糸
） 

持
ち
針
・
ぼ
ん
ど
・
物
指
し 

 

◎
皮
細
工
の
会(
小
物
つ
く
り) 

★
二
月
二
十
七
日
（
月
）
十
時 

場
所 

光
が
丘
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

コ
ー
ナ
ー 

 

   

行 

事 

案 

内 

◎
繭
の
会
（
小
物
つ
く
り
） 

★
二
月
二
十
日
（
月
）
午
前
十
時 

場
所
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー 

☆
作
る
物 

 

ワ
ン
ち
ゃ
ん 

切
ら
ず
に
出
来
る
タ
オ
ル
手
芸 

※
持
っ
て
来
る
も
の 

ハ
サ
ミ
・
糸
・（
木
綿
糸
） 

持
ち
針
・
ボ
ン
ド
・
物
指
し 

 

◎
皮
細
工
の
会(

小
物
つ
く
り) 

★
二
月
二
十
七
日
（
月
）
十
時 

場
所 

光
が
丘
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

コ
ー
ナ
ー 

☆
作
る
者 

小
物
入
れ 

※
持
っ
て
来
る
も
の 

何
時
も
の
道
具
を
忘
れ
ず
に 

 

◎
小
竹
小
学
校
一
年
生
・
児
童 

三
十
二
名
と
遊
ぼ
う
。 

★
二
月
七
日
（
火
）
十
時
三
十
分 

 
 

場 

所 

小
竹
小
学
校 

 
☆
遊
び
道
具
は
、
役
員
が
預
か
っ
て

い
る
物
を
持
参
し
ま
す
。 

※
参
加
で
き
る
方
は
二
月
一
日 

ま
で
に
、
青
木
迄
電
話
迄
う
。 

 

編 

集 

後 

記 

今
年
に
な
っ
て
と
て
も
寒
い
日
が

続
い
て
い
ま
す
が
、
皆
様
お
変
わ
り
な

く
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
？ 

今
月
は
バ
ス
旅
行
で
素
晴
ら
し
い

富
士
山
を
ま
じ
か
に
観
た
り
、
元
気
な

皆
様
と
交
流
し
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
し

た
が
、
い
つ
も
参
加
す
る
上
西
ご
夫
妻

は
じ
め
、
何
人
か
の
常
連
の
お
顔
が
見

え
な
い
こ
と
は
寂
し
い
こ
と
で
し
た
。 

月
末
に
は
新
年
会
と
臨
時
総
会
が

あ
り
、
そ
の
為
の
準
備
に
心
落
ち
着
か

ぬ
毎
日
を
過
ご
し
て
い
ま
す
。
何
か
新

し
い
こ
と
を
行
お
う
と
す
る
と
き
に
は

必
ず
思
わ
ぬ
こ
と
が
起
こ
っ
た
り
、
又

会
員
全
部
に
百
パ
ー
セ
ン
ト
理
解
し
て

い
た
だ
く
こ
と
は
至
難
の
業
と
思
い
つ

つ
、
そ
れ
で
も
出
来
る
限
り
説
明
し
、

納
得
の
上
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
化
を
進
め
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
臨
時
総

会
で
ゴ
―
サ
イ
ン
が
出
ま
す
と
最
終
書

類
を
作
り
、
東
京
都
へ
提
出
と
い
う
仕

事
が
待
っ
て
い
ま
す
。 

臨
時
総
会
が
済
む
と
、
す
ぐ
に
六
月

九
日(

土
）
の
「
み
ん
な
の
お
ん
が
く
か

い
」
の
準
備
に
入
り
ま
す
。 

昨
年
は
東
日
本
大
震
災
の
後
で
四

月
の
旅
行
は
取
り
や
め
ま
し
た
が
、
今

年
は
是
非
実
現
し
た
い
で
す
ね
。 

Ｒ 

Ａ 

▼ １日 (水) １０：００ 「シルバー・コーラス」練馬公民館：視聴覚室 

▼ ３日（金）１０：００ 「おしめたたみ」心身障害児総合医療療育センター 

▼ ３日（金）１３：００ 「やすらぎ会」ボランティアセンター 

▼ ４日（土) １３：３０ 「自彊術」開 進第二小学校 

▼ ６日（月）１０：００ 「役員会」リサイクルセンター 

▼ 7日（火）１０：３０ 「小竹小学校」：1年生と遊ぼう（時間厳守） 

▼１０日（金） ９：３０ 「きらら・生活支援昼食会」豊玉すこやかセンター６階・きらら 

▼１１日（土）１３：３０ 「自彊術」開進第二小学校 

▼１５日（水）１３：３０ 「シルバー・コーラス」練馬公民館：視聴覚室  

▼１６日（木）１６：３０ 「なべさんのワクワク囲碁講座」豊玉すこやかセンター６階・きらら 

▼１７日（金）１０：００ 「おしめたたみ」心身障害児総合医療療育センター 

▼１７日（金）１０：００ 「健康連絡会」 関保健相談所 

▼１７日（金）１１：３０ 「やすらぎ会、・新年会」木曽路：谷原店にて 

▼１８日（土）１０：００ 「例会」（講師：松島勇次）リサイクルセンター 

▼２０日（月）１０：００ 「繭の会」ボランティアセンター 

▼２１日（火）１３：００ 「ニュース割付・校正」ボランティアセンター 

▼２７日（月）１０：００ 「革細工の会」光が丘ボランティアコーナー 

▼２８日（火）１０：００ 「ニュース印刷：発送」ボランティアセンター 

 

 

 

 

◎１２年 ２月：日付順行事案内 ★印はチラシ同封  ☆印は詳細別記 ◎ 
 

 


