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公
民
館
事
業
の
お
知
ら
せ 

◎
申
込
は
、
す
べ
て
本
館
へ
電
話
ま
た
は
来
館
で
（
平
日
の
み
午
前
８
時
３
０
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
） 

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
急
遽
中
止
・
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

片瀬公民館（本館） 

イルカ学級（乳幼児家庭教育学級） 
９月 1３日から１１月２９日まで 
全１１回    午前１０時から正午まで 
毎回火曜日（11月２３日は祝水曜日） 
☆１歳６か月以上の未就園児と保護者１２組
（地区内、初めての方優先） 
 

楽しく子育て 
・７月２０日（水）『ふれあい遊び』 
 午前１０時から正午まで 乳幼児親子８組 
・８月１７日（水）『大きな紙に絵をかこう』 
 午前１０時から正午まで 乳幼児親子８組 
・９月２１日（水）『親子リトミック』 

 ①午前１０時から１０時４５分まで 
 ②午前１１時から１１時４５分まで 
 ①・②ともに乳幼児親子８組 
  

おひざの上のおはなし会  《要申込》 

・７月１５日（金）・９月１６日（金） 

午前１１時から正午まで 
対象：乳幼児と保護者５組 

夏休み 
子ども事業 

・7 月 29 日（金） 

 『調理教室』 

・８月１日（月） 

 『片瀬こま教室』 

・８月８日（月） 

 『藍でマスクを染めよう！』 

・８月２２日（月） 

 『海の教室～深海と海の環

境を学ぼう～』 

・８月２８日（日） 

 『ボッチャに挑戦！』 

を、予定しています。詳細は学

校配布のチラシ・地域回覧を、

ご覧ください。 
オレの挑戦！          《要申込》 

～Katase 男（ＤＡＮ）dism への道  
        セカンドシ－ズン～ 
２年目のテーマは、ずばり 

『湘南 BOY 集まれ！』 
 ９月～１１月に全４回で開催予定！ 

 スポーツ、音楽、お酒などのプログラムを

予定しています。 

 40～50 代男性の皆さん、ぜひご参加くだ

さい。 

 

おもちゃの病院      《申込不要》 

・７月１６日（土）・８月２０日（土） 

・９月１７日（土） 
 午後１時３０分から３時３０分まで 
※部品代がかかる場合が、あります 

。 

スマホお助け隊         《要申込》 

・7 月１２日（火）・８月９日（火） 
・９月１３日（火） 
 各回３回入れ替え制（各回 55 分程度） 

知笑の輪倶楽部 
７月２５日（月） 
『緑茶を食べる～茶は養生の仙薬なり～』 
午後１時３０分から３時３０分まで 
申込先着２０人        

片瀬しおさいセンター 

手芸のじかん    《申込不要》 

・６月２７日（月）・７月２５日（月） 

・８月２２日（月）・９月２６日（月） 
 午前１０時から正午まで 
※お好きな材料や道具をお持ちください。 

 

卓球・バドミントン開放 《申込不要》 

・７月２４日（日）・８月２１日（日） 

・９月１１日（日） 

〈バドミントン〉各回１６人 入れ替え制 

 午前９時から１０時２０分まで 

 午前１０時４０分から正午まで 

〈卓球〉各回３２人 入れ替え制 

 午後１時３０分から２時５０分まで 

 午後３時１０分から４時３０分まで 

各回、１５分前から受付開始（先着順） 

 

 

忙しい人のための 《申込不要》 

ナイトストレッチ 
・７月８日（金） 

 『自然の香りの中でストレッチ』 

・８月２６日（金） 

 『心と身体をつなぐバレトン』 

・９月９日（金） 

 『快適睡眠 

ナイトバランスボール』 

 各回、午後７時から８時まで 

 当日受付 先着２０人 

赤ちゃんとママの   《要申込》 

ふれ愛タイム 
 ９月６日（火） 

 『産後 Mama のリカバリーピラティス 

with Baby』  

 ①午前１０時から１０時４５分まで 

 ②午前１１時から１１時４５分まで 

☆生後４ヶ月から７ヶ月児と保護者 

《要申込》 

《要申込》 

《要申込》 

《要申込》 

詳細につきましては、館内の配布チラシ・地域回覧・広報ふじさわをご確認ください。 

〈１〉 



は
じ
め
ま
し
て 

 
新
た
に
着
任
さ
れ
た
片
瀬
中
学
校
の
校

長
先
生
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 
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１
９
４
７
年
（
昭
和
２
２
年
）
に
創
立

さ
れ
、
今
年
創
立
７
５
年
を
迎
え
る
片
瀬

中
学
校
に
校
長
と
し
て
着
任
い
た
し
ま
し

た
。
古
い
歴
史
と
伝
統
の
あ
る
片
瀬
中
学

校
に
勤
務
で
き
る
こ
と
を
大
変
嬉
し
く
感

じ
る
と
共
に
、
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で

ご
ざ
い
ま
す
。 

 

片
瀬
地
域
の
み
な
さ
ま
に
は
、
日
頃
よ

り
本
校
の
教
育
活
動
に
多
大
な
る
ご
協
力

や
ご
支
援
を
賜
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

今
年
度
の
片
瀬
中
は
「
認
め
合
お
う 

高
め
合
お
う
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
て
お

り
ま
す
。「
認
め
合
う
」
と
は
、
多
様
性
の

尊
重
・
互
い
を
認
め
合
う
授
業
、
学
校
経

営
、
部
活
度
指
導
等
。「
高
め
合
う
」
と
は
、

学
校
で
し
か
で
き
な
い
協
働
的
な
学
び
・

体
験
を
共
有
し
学
び
合
い
教
え
合
う
・
生

徒
同
士
、
生
徒
と
教
師
等
の
対
話
を
大
切

に
す
る
・
多
様
な
考
え
方
や
背
景
等
を
知

り
、
視
野
を
広
げ
、
自
分
の
考
え
を
深
め
、

表
現
す
る
等
で
す
。 

 

ま
た
、
昨
年
度
、
五
重
塔
の
模
型
が
片

瀬
小
学
校
よ
り
移
設
さ
れ
ま
し
た
。
法
隆

寺
・
五
重
塔
の
十
分
の
一
の
縮
尺
で
宮
大

工
さ
ん
作
成
の
大
変
貴
重
な
も
の
で
す
。

（
故
・
甘
粕
三
郎
氏
寄
贈
）
お
近
く
に
お

越
し
の
際
は
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。 

 

今
年
度
も
、
保
護
者
の
皆
様
、
地
域
の

み
な
さ
ま
の
ご
支
援
を
い
た
だ
き
、
生
徒

が
今
後
の
片
瀬
地
区
を
支
え
る
存
在
と
な

れ
る
よ
う
職
員
一
同
努
力
し
て
参
り
ま
す
。

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
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令和４年（２０２２年）６月２５日号        片瀬だより        第１３０号 

 

片
瀬
の
老
舗
を
訪
ね
て
⑤ 

 

「
上
州
屋
」 

    

 
 

   

今
回
お
訪
ね
し
た
の
は
、
龍
口
寺
前

の
上
州
屋
さ
ん
で
す
。
天
保
元
年
に
現

在
と
同
じ
場
所
に
操
業
し
、
間
も
な
く

２
０
０
年
を
迎
え
る
老
舗
で
、
神
奈
川

県
指
定
銘
菓
店
で
す
。
現
在
の
店
主
は

新
倉
隆
蔵
さ
ん
。
初
代
吉
蔵
さ
ん
か
ら

数
え
て
七
代
目
に
当
た
り
ま
す
。
代
々

名
前
に
は
「
蔵
」
の
文
字
が
使
わ
れ
て

き
ま
し
た
。
初
代
は
上
州
（
群
馬
）
出

身
な
の
で
「
上
州
屋
」
と
い
う
屋
号
に

な
り
ま
し
た
。
今
も
昔
も
龍
口
寺
の
参

拝
客
や
江
の
島
・
鎌
倉
へ
遊
び
に
来
る

人
が
通
る
道
で
す
。 

   

 

          

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                          

生
徒
数 
４
２
８
名 

教
職
員
数 

３
７
名 

〈２〉 

名
物
の
「
片
瀬
ま
ん
じ
ゅ
う
」
は
上
州

独
特
の
も
ろ
み
酒
を
発
酵
さ
せ
て
作
る
酒

ま
ん
じ
ゅ
う
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
作
ら
れ

た
と
伺
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
興
味

深
い
話
が
ひ
と
つ
。「
片
瀬
ま
ん
じ
ゅ
う
」

を
参
考
に
故
郷
伊
香
保
温
泉
名
物
「
湯
の

花
ま
ん
じ
ゅ
う
」
が
つ
く
ら
れ
た
そ
う
だ

と
伺
い
ま
し
た
。 

 

「
現
在
は
食
生
活
や
暮
ら
し
方
の
変
化

で
お
ま
ん
じ
ゅ
う
の
消
費
が
減
っ
て
い

る
」
と
隆
蔵
さ
ん
は
心
配
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
幼
い
頃
よ
り
店
を
継
ぐ
こ
と
を
決
め

た
功
蔵
さ
ん
は
「
安
心
・
安
全
な
材
料
を

使
う
菓
子
作
り
を
こ
れ
か
ら
も
続
け
ま
す

よ
」
と
意
欲
を
示
さ
れ
ま
し
た
。 

功
蔵
さ
ん
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ 

（
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ

ク
や
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
な
ど
）
で
も
店
の

様
子
を
積
極
的
に
発
信
さ
れ
て
い
ま
す
。

是
非
、
ご
覧
下
さ
い
。
四
季
折
々
を
楽
し

ま
せ
て
く
れ
る
和
菓
子
の
魅
力
が
伝
わ
り

ま
す
。 

 

   

上州屋さん 
約 200 年前から、この場

所で営業されています 

7 代目の隆蔵さんと、8 代目の功蔵さん 

名物の 

「片瀬まんじゅう」 
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 令和４年（２０２２年）６月２５日号        片瀬だより        第１３０号 

 
 

鎌
倉
時
代
、
江
の
島
に
登
場
す
る
人
々

の
足
跡
を
辿
る
① 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

堀ほ
り 

浩
侃

ひ
ろ
な
お 

「
吾
妻
鏡
」
に
よ
れ
ば
、
養
和
二
年
（
一
一

八
二
）
四
月
日
源
頼
朝
を
筆
頭
に
し
て
鎌
倉

武
士
が
江
の
島
の
岩
屋
に
参
詣
し
て
、
京
都

高
尾
神
護
寺
の
文 も

ん

覚 が

く

上
人
を
招
い
て
、
奥
州

藤
原

ふ
じ
わ
ら
の

秀
衡

ひ

で

ひ

ら

討
伐
戦
勝
祈
願
を
行
い
、
岩
屋
本

宮
に
宇
賀
弁
才
天
を
勧
請

か
ん
じ
ょ
う

し
、
鳥
居
を
寄
進

し
て
い
る
。
こ
の
時
、
頼
朝
、
文
覚
上
人
、

後
の
「
鎌
倉
殿
の
十
三
人
」
の
北
条
殿
（
時

政
）
、
足
立
右 う

馬 ま

の

允
じ
ょ
う

（
遠
元

と

お

も

と

）
、
和
田
小
太
郎

（
義
盛
）
と
そ
の
側
近
者
の
佐
々
木
定
綱
と

佐
々
木
盛
綱
兄
弟
が
登
場
し
て
い
る
。
そ
し

て
始
め
て
史
実
に
「
江
島
」
と
い
う
地
名
が

出
て
く
る
。
以
後
江
戸
時
代
に
二
臀

に

ひ

弁
才
天

が
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
「
戦
い
の

神
」
と
し
て
の
弁
才
天
信
仰
が
広
ま
り
鎌
倉

将
軍
家
や
北
条
歴
代
執
権
な
ど
の
東
国
武

士
達
が
し
き
り
に
江
の
島
を
訪
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
ま
た
、
海
上
の
拠
点
と
し
て
重

要
な
島
と
な
り
、
戦
国
武
将
が
確
保
に
意
を

注
ぐ
よ
う
に
な
る
。 

 
 

  

 

     

私
の
散
歩
道 

「
片
瀬
山
公
園
」 

公
園
に
行
く
時
、 

坂
を
き
つ
い
と
思 

っ
た
ら
運
動
不
足
。 

楽
に
上
が
れ
た
ら 

調
子
が
い
い
。
そ 

ん
な
健
康
バ
ロ
メ 

ー
タ
ー
に
な
っ
て
い
る
公
園
で
す
。
園

内
は
自
然
が
多
く
残
り
、
大
き
な
樹
木

が
枝
を
広
げ
て
い
ま
す
。
片
瀬
の
町
や

富
士
山
、
海
を
眺
め
た
り
、
「
片
瀬
だ

よ
り
」
で
知
っ
た
龍
口
園
と
い
う
遊
園

地
の
痕
跡
を
探
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

鳥
や
リ
ス
も
多
く
大
好
き
な
公
園
で

す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
Ｏ 

） 

 
 

  

頼
朝
は
、
源
義
朝 

の
三
男
で
あ
っ
た
が
、 

母
が
熱
田
神
宮
の
宮 

司
の
娘
で
正
室
で
あ 

っ
た
の
で
源
氏
の
後 

継
者
と
な
っ
て
い
る
。 

文
覚
上
人
は
、
後
白 

河
法
皇
へ
の
非
礼
の
罰
で
伊
豆
に
流
さ
れ
、

頼
朝
と
運
命
の
出
会
い
を
し
て
い
る
。
ま
た

「
皇
国

こ
う
こ
く

地
誌

ち

し

」
で
は
遠
藤
村
の
領
主
に
も
な

っ
て
い
る
。
佐
々
木
定
綱
と
盛
綱
は
佐
々
木

秀
義
の
長
男
と
三
男
で
、
秀
義
は
、
源
頼
朝

が
伊
豆
国
で
平
氏
打
倒
の
兵
を
あ
げ
る
際
、

定
綱
、
経
綱
、
盛
綱
、
高
綱
の
四
人
の
子
息

を
頼
朝
挙
兵
に
従
わ
せ
て
い
る
。
ま
た
鎌
倉

の
小
動
神
社
は
、
佐
々
木
盛
綱
が
文
治
元
年

（
一
一
八
五
）
に
創
建
し
て
い
る
。 

 

江
の
島
の
岩
本
坊
初
代
別
当
職
、
間
宮
肥

前
守
の
子
息
智
宗
は
、
宇
多
源
氏
の
流
れ
を

汲
む
近
江
国
佐
々
木
荘
に
住
ん
だ
佐
々
木

秀
義
の
一
族
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

文覚上人 

源頼朝が文覚上人に命じ

て作らせた八臀弁財天 

（２０１９年国重要文化

財指定） 

伝源頼朝寄進の鳥居 

片
瀬
の
ワ
ン
シ
ョ
ッ
ト 

 

木
彫
り
の
愛

ら
し
い
カ
メ
。

ど
こ
に
い
る

か
、
ご
存
じ
で

す
か
？ 

（
答
え
は
４

面
で
す
） 

ヨロイイソギンチャク 

（貝のかけらを鎧に） 

イソヨコバサミ 

（よく見るヤドカリ） 

ウノアシ（鵜の足） 

イワフジツボ 

（小さい） 

江
の
島
は
教
材
の
宝
庫
① 

「
６
月
は
磯
の
観
察
の
最
適
期
」 

 

江
の
島
で
は
様
々
な
自
然
観
察
が
楽
し

め
ま
す
。
磯
で
の
生
き
物
観
察
は
、
科
学
少

年
団
で
も
毎
年
楽
し
み
に
し
て
い
る
イ
ベ

ン
ト
で
す
。
外
洋
に
面
し
て
い
る
南
の
磯
は

と
り
わ
け
生
き
も
の
の
種
類
が
豊
富
で
す
。

安
全
に
配
慮
し
つ
つ
、
生
き
も
の
を
探
し
に

行
き
ま
し
ょ
う
。 

 

磯
の
観
察
は
干
潮
の
時
間
に
合
わ
せ
て

行
い
ま
す
。
１
日
に
２
回
あ
る
干
潮
は
様
子

が
異
な
り
ま
す
。
６
月
ご
ろ
の
干
潮
は
、
日

中
の
方
が
良
く
引
き
、
夜
は
引
き
ま
せ
ん
。

１
１
月
ご
ろ
は
真
逆
に
な
り
ま
す
。
そ
ん
な

理
由
か
ら
も
、
今
は
観
察
が
最
適
期
な
の
で

す
。
紙
面
の
都
合
で
４
つ
の
生
き
も
の
の
写

真
の
み
と
し
ま
す
が
、
教
育
セ
ン
タ
ー
刊

「
み
ど
り
の
江
の
島
」
な
ど
、
図
鑑
を
手
に

磯
に
出
か
け
て
み
て
下
さ
い
。 

 
 

 
 

 

著
・
写
真 

鹿
児
嶋
英
克
氏 
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ふ
る
さ
と
片
瀬
～
今
昔
あ
れ
こ
れ
～
㊱ 

 
 
 
 

中
村 

喬 
 

「片
瀬
川
ク
ル
ー
ズ
」の
夢 

 

明
治
三
十
五
年
に
江
ノ
電
の
藤
沢
と

片
瀬
を
結
ぶ
路
線
が
開
通
し
た
。
そ
れ
ま

で
は
人
力
車
や
舟
が
江
の
島
詣
で
の
客
を

運
ん
で
い
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
地
元
の
人

た
ち
に
と
っ
て
の
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
は
大

き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。 

舟
は
現
在
の
上
山
本
橋
の
か
か
る
あ
た

り
か
ら
出
て
い
た
ら
し
い
。
河
口
ま
で
客
を

乗
せ
た
。
途
中
馬
喰
橋
の
辺
り
に
は
休
憩

所
が
あ
っ
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
も

あ
る
。 

時
は
移
り
江
ノ
電
が
開
業
百
二
十
年

を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
片
瀬
の
町
も

大
き
く
変
わ
っ
た
。
一
方
で
ず
っ
と
変
わ
ら

な
い
姿
も
残
し
て
い
る
我
が
ふ
る
さ
と
で

あ
る
。
片
瀬
川
に
船
を
浮
か
べ
て
そ
の
景

観
を
楽
し
み
た
い
と
い
う
夢
を
持
っ
て
い

る
。 今

、
カ
ヤ
ッ
ク
や
サ
ッ
プ
が
折
々
川
面

を
行
き
来
す
る
。
私
が
子
ど
も
の
頃
に
は

河
口
付
近
に
貸
し
ボ
ー
ト
屋
が
並
び
、
客

を
呼
ん
で
い
た
。 

さ
て
、
夢
の
ク
ル
ー
ズ
船
は
河
口
か
ら

出
発
す
る
。
昔
の
人
が
見
た
ら
目
を
回
す

で
あ
ろ
う
高
層
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
林
立
で
あ

る
、
船
は
す
ぐ
に
片
瀬
橋
を
く
ぐ
る
。
水

上
か
ら
橋
の
姿
は
ど
っ
し
り
と
し
て
力
強

く
映
る
。
続
い
て
弁
天
橋
、
そ
し
て
山
本

橋
と
そ
れ
ぞ
れ
の
橋
の
個
性
的
な
デ
ザ
イ

ン 
 

  

 
 

ン
が
楽
し
い
。
四
季
折
々
に
姿
を
変
え
る

桜
木
、
和
風
建
築
の
た
た
ず
ま
い
が
美
し
い

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
左
手
に
見
て
西
浜
橋

を
く
ぐ
る
。
昔
の
姿
を
と
ど
め
る
松
林
が

続
く
。
か
つ
て
は
砂
丘
地
帯
だ
っ
た
と
こ
ろ

だ
。
砂
の
移
動
を
止
め
る
た
め
に
植
林
し
た

松
の
芽
を
食
い
荒
ら
す
兎
が
跋
扈
（ば
っ
こ
）

し
て
い
た
と
い
う
。 

鉄
橋
を
渡
る
江
ノ
電
を
船
か
ら
見
上
げ

る
の
も
愉
快
だ
。
水
中
に
は
群
れ
を
成
し
て

鯔
（ぼ
ら
）が
遡
上
し
て
い
く
。
川
岸
の
葦
原

は
今
は
な
い
。
川
鵜
や
鴎
、
鴨
の
姿
も
間
近

に
眺
め
ら
れ
る
。
全
山
緑
と
田
や
畑
だ
っ
た

片
瀬
山
は
す
っ
か
り
住
宅
地
に
変
わ
っ
た
。 

 
昔
を
思
い
、
今
の
姿
を
川
に
浮
か
べ
た
船

上
か
ら
眺
め
る
、
そ
ん
な
ク
ル
ー
ズ
が
実

現
し
な
い
だ
ろ
う
か
と
夢
を
見
て
い
る
。 

 

【 

茜
さ
す 
相
模
の
海
へ 

産
土
の 

 
 
 

川
は
し
づ
か
に 

流
れ
て
や
ま
ず
】  

 
 

編
集
後
記 

 

暗
い
ニ
ュ
ー
ス
が
続
く
毎
日
で
す

が
桜
を
皮
切
り
に
片
瀬
の
町
で
は
色

と
り
ど
り
の
花
が
咲
き
始
め
、
心
を
癒

し
て
く
れ
ま
す
。
人
の
世
も
穏
や
か
に

あ
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
こ
の
頃
で
す
。

鎌
倉
時
代
と
江
の
島
に
ま
つ
わ
る
お

話
の
連
載
が
始
ま
り
ま
し
た
。
歴
史
の

あ
る
町
の
素
晴
ら
し
さ
を
再
確
認
し

て
い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
      

（
Ｏ
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

の
ぞ
い
て
み
よ
う
！
公
民
館 

 

「
春
う
ら
ら
コ
ン
サ
ー
ト
」 

  

３
月
１
２
日
（
土
）
に
、
春
う
ら

ら
コ
ン
サ
ー
ト
が
、
２
年
ぶ
り
に

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
音
楽
・
芸
能
サ

ー
ク
ル
か
ら
９
グ
ル
ー
プ
が
参
加

し
ま
し
た
。 

ウ
ク
レ
レ
、
ジ
ャ
ズ
、
三
線
（
さ

ん
し
ん
）、
バ
イ
オ
リ
ン
、
箏
、
尺

八
、
コ
ー
ラ
ス
、
バ
リ
舞
踊
と
い
っ

た
様
々
な
発
表
を
見
て
い
る
と
、

プ
チ
世
界
旅
行
を
し
た
よ
う
な
気

分
に
な
り
ま
し
た
。 

 

来
場
者
数
も
２
年
前
と
ほ
ぼ
変

わ
ら
な
い
状
況
で
、
多
く
の
人
が

コ
ン
サ
ー
ト
の
開
催
を
待
ち
望
ん

で
い
た
よ
う
で
す
。 

 

コ
ン
サ
ー
ト
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で

疲
れ
た
心
を
癒
し
て
く
れ
ま
し

た
。 今

年
は
、
秋
の
ふ
れ
あ
い
ま
つ

り
、
そ
し
て
春
う
ら
ら
コ
ン
サ
ー

ト
が
例
年
通
り
に
開
催
さ
れ
て
、

片
瀬
地
区
の
皆
さ
ん
の
気
持
ち
が

少
し
で
も
癒
さ
れ
て
欲
し
い
と
願

う
ば
か
り
で
す
。 

  

 
               

片
瀬
市
民
図
書
館
か
ら
の
ご
案
内 

 
 

 
 

電
話
２
８
―
６
９
３
５ 

市
内
に
在
住
、
在
勤
、
在
学
の
方
な

ら
ど
な
た
で
も
一
人
６
冊
ま
で
２
週

間
借
り
ら
れ
ま
す
。 

【
開
室
時
間
】
火
～
日
曜
日 

 
 

 

午
前
１
０
時
～
午
後
５
時 

 

《
新
刊
案
内
》 

「
夏
の
体
温
」 

 
 

瀬
尾 

ま
い

こ 「
古
本
食
堂
」 

  
 

原
田 

ひ
香 

「
チ
ン
ギ
ス
紀
１
３
」
北
方 

謙
三 

「
漆
花
ひ
と
つ
」 

 

澤
田 

瞳
子 

「
独
り
立
ち
（
吉
原
裏
同
心
３
７
）」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
伯 

泰
英 

「
京
乱
（
高
家
表
裏
譚
５
）」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

上
田 

秀
人 

「
る
る
ぶ
東
京
２
３
」
Ｊ
Ｔ
Ｂ 

「
大
ピ
ン
チ
ず
か
ん
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

鈴
木
の
り
た
け 

「
の
い
ち
ご
つ
み
」 

 
 

 
 

 
 

  

さ
と
う 

わ
き
こ 

  
 

【
片
瀬
の
ワ
ン
シ
ョ
ッ
ト
答
え
】
小
田
急
電
鉄
片
瀬
江
ノ
島
駅 


