
                                                             令和６年（２０２４年）３月２５日号     片瀬だより           第１３７号 

片瀬だより 
令和６年３月２５日 発行 

    編集・発行 

片瀬だより編集委員会 

藤沢市片瀬３丁目９番６号 

電話    ２９－７１７１ 

ＦＡＸ    ２５－８９０７ 

公
民
館
事
業
の
お
知
ら
せ 

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

〈１〉 

片瀬公民館（本館） 

片瀬しおさいセンター 

申
込
み
、
詳
細
は
広
報
・
地
域
回
覧
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

イルカ学級（乳幼児家庭教育学級） 

日時：５月１４日（火）から 

７月１６日（火）まで 

午前１０時から１１時３０分まで  

毎週火曜日 全１０回 

対象：１歳半以上の未就園児と保護者１２組 

※保育ボランティアも募集します！ 

楽しく子育て 

日時：５月１５日（水） 

午前１０時から１１時３０分まで 

『音であそぼ！① 

～楽器を鳴らしてみよう～』 

日時：６月１９日（水） 

   午前１０時から１１時３０分まで 

   『えのしま・かたせ子育て応援メッセ』 

スマホお助け隊 

日時：４月２５日（木） 

   ５月１６日（木） 

   ６月２０日（木） 

   午前９時～正午まで 

おもちゃの病院 

日時：４月２０日（土） 

   ５月１８日（土） 

   ６月１５日（土） 

   午後１時３０分から 

３時３０分まで 

４月から、おもちゃの病

院はしおさいセンターに

変更になります。 

 

昼のエクササイズ 

日時：５月から月１回 

   午前１０時から 

    １１時１５分まで 

赤ちゃんとママのふれ愛 

タイム『バランスボール』 

日時：６月上旬 

   午前１０時から 

１１時３０分まで 
スマホ活用術（全２回） 

日時：６月末開催予定 

片瀬福寿学校（高齢者学級） 

日時：５月から２月まで  

午後２時から４時まで  

全１３回 

対象：６５歳以上 

親子で磯探検！江の島で遊ぼう 

日時：６月上旬予定 

   午前８時３０分から 

午後１２時３０分まで 

対象：小学４年生から６年生の親子１０組 

講師：尾家誠氏 

ようこそ小さな空間 

『アンソレイユ』 

日時：４月８日（月） 

   ５月１３日（月） 

   ６月３日（月） 

   午前１０時から 

正午まで 

 

わくわく子ども天国 

日時：６月下旬予定  

対象：小学生 



が 
    

 

 

 

   
 

 

令和６年（２０２４年）３月２５日号      片瀬だより          第１３７号 

で
有
名
な
吉
田
初
三 

郎
を
自
宅
に
逗
留
さ 

せ
て
作
成
さ
れ
た
江 

の
島
・
片
瀬
の
絵
図 

が
あ
り
ま
す
。 

ま
た
、
大
正
１
０ 

年
当
時
は
珍
し
か
っ 

た
ラ
ジ
オ
の
研
究
も 

さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

ラ
ジ
オ
の
試
験
放
送 

が
大
正
１
４
年
と
さ 

れ
て
い
る
の
で
、
先 

進
的
な
感
覚
を
お
持 

ち
だ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
ま
す
。 

  
 

             

〈２〉 

 
片
瀬
の
老
舗
を
訪
ね
て
⑫ 

 
 

 
 

 
「
片
瀬
写
真
館
」
① 

  

今
回
は
、
江
ノ
電
江
ノ
島
駅
か
ら
江
の
島

へ
続
く
洲
鼻
通
り
に
あ
る
「
片
瀬
写
真
館
」
を

お
訪
ね
し
ま
し
た
。
大
正
２
年
（
１
９
１
３

年
）
創
業
か
ら
１
１
１
年
目
を
迎
え
る
、
藤
沢

市
内
で
最
古
の
写
真
館
で
す
。 

 
 

       

  

写
真
館
の
歴
史
を
伺
う
た
め
、
３
代
目
の

熊
谷
美
波
さ
ん
を
お
訪
ね
し
ま
し
た
。 

     

写
真
館
を
創
業
す
る
ま
で
の
お
話
や
、
片

瀬 

   
 

         

瀬
や
江
の
島
の
珍
し
い
写
真
を
沢
山
見
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
貴
重
な
写
真
の

掲
載
を
快
諾
し
て
頂
い
た
の
で
、
街
の
文
化

遺
産
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
「
片
瀬
写

真
館
」
に
つ
い
て
創
業
以
前
か
ら
関
東
大
震

災
ま
で
、
震
災
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
、
戦

後
か
ら
現
代
ま
で
の
３
回
に
分
け
て
ご
紹
介

い
た
し
ま
す
。 

        

写
真
館
を
創
業
し
た
の
は
熊
谷
治 は

る

純 ず

み

さ
ん

で
す
。
治
純
さ
ん
は
横
浜
の
貿
易
商
の
家
庭

に
育
ち
、
慶
応
在
学
中
、
当
時
は
新
し
か
っ

た
技
術
で
あ
る
写
真
に
興
味
を
持
ち
、
縁
の

あ
る
片
瀬
に
開
業
し
ま
し
た
。
当
時
は
珍
し

か
っ
た
写
真
の
研
究
だ
け
で
は
な
く
、
印
刷
・

出
版
事
業
も
行
い
、
絵
は
が
き
、
江
の
島
片

瀬
の
案
内
書
な
ど
多
く
の
出
版
物
を
出
し
て

い
ま
し
た
。
そ
の
中
に
、
現
在
も
各
地
の
博

物
館
で
展
覧
会
が
開
か
れ
て
い
る
、
鳥
瞰
図 

          

 

そ
し
て
、
大
正
１
２
年
９
月
１
日
、

関
東
大
震
災
が
発
生
し
ま
し
た
。
そ
の

時
、
治
純
さ
ん
は
、
家
族
を
龍
口
寺
の

裏
山
へ
避
難
さ
せ
た
後
、
カ
メ
ラ
を
担

い
で
箱
根
ま
で
行
き
ま
し
た
。
道
々
で

見
か
け
た
被
災
の
様
子
を
撮
影
し
た
写

真
が
震
災
を
記
録
し
た
、
現
在
貴
重
な

資
料
と
な
り
ま
し
た
。 

 

閑
話
休
題 

 

治
純
さ
ん
の
祖
父
に
あ
た
る
熊
谷
伊

助
さ
ん
は
幕
末
に
ペ
リ
ー
と
井
伊
大
老

と
の
間
に
通
訳
と
し
て
活
躍
し
、
ペ
リ

ー
よ
り
名
刺
代
わ
り
に
自
筆
の
サ
イ
ン

の
入
っ
た
写
真
を
受
け
取
っ
た
と
い

う
、
写
真
に
ま
つ
わ
る
驚
く
よ
う
な
逸

話
も
写
真
館
で
伺
い
ま
し
た
。 

  

３代目 

熊谷美波さん 

片瀬写真館のレトロで趣のある看板。 

国内でも「写真館」という名称は少なく

なっているそうです。 

ラジオ受信機の前の熊谷治純氏（手前） 

ショーケースには、写真館で撮影

された、素敵な写真が飾られてい

ます 
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江
の
島
道
を
め
ぐ
る 

番
外
編 

 
「
横
穴
墓
（
お
う
け
つ
ぼ
）」 

 

さ
て
前
回
、
現
在
の
ミ
ネ
ベ
ア
ミ
ツ
ミ
の
工
場
一

帯
が
片
瀬
太
源
太
遺
跡
と
呼
ば
れ
る
縄
文
時
代
か

ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
遺
跡
で
あ
り
、
そ
し
て
東

側
の
新
林
公
園
周
辺
に
は
横
穴
墓
と
呼
ば
れ
る
横

穴
式
の
墓
が
見
つ
か
っ
て
い
る
と
い
う
お
話
し
を

し
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
回
は
江
の
島
道
か
ら
や
や
脇

道
に
そ
れ
ま
す
が
、
そ
の
横
穴
墓
に
つ
い
て
紹
介
し

ま
す
。 

 

横
穴
墓
は
丘
陵
の
斜
面
や
崖
を
利
用
し
て
ト
ン

ネ
ル
状
に
掘
り
込
ん
で
洞
窟
の
よ
う
に
仕
上
げ
、
そ

の
奥
に
遺
体
を
安
置
し
た
埋
葬
施
設
で
す
。
明
治
時

代
中
頃
に
埼
玉
県
の
吉
見
百
穴
（
よ
し
み
ひ
ゃ
っ
け

つ
）
が
調
査
さ
れ
、
こ
れ
が
穴
居
か
墳
墓
か
と
い
う

論
争
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
資
料
の
蓄
積
に
よ
り

明
治
時
代
末
に
は
墳
墓
説
が
定
着
し
て
い
っ
た
よ

う
で
す
。 

 

横
穴
墓
は
５
世
紀
後
半
以
降
８
世
紀
く
ら
い
に

か
け
て
作
ら
れ
た
よ
う
で
、
全
国
各
地
に
分
布
し

て
、
神
奈
川
県
内
で
も
多
く
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
も
、
川
名
か
ら
片
瀬
地
区
に
か
け
て
の
片

瀬
山
山
腹
で
は
多
く
の
横
穴
墓
が
あ
る
こ
と
は
知

ら
れ
て
い
て
、
新
林
小
学
校
建
設
や
共
同
住
宅
建
設

に
伴
い
発
掘
調
査
さ
れ
、
１
０
０
基
を
超
え
る
横
穴

墓
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
。 

横
穴
墓
は
も
と
も
と
盗
掘
さ
れ
て
い
る
の
が
ほ

と
ん
ど
で
、
開
口
し
て
い
る
の
で
そ
の
存
在
が
認
識

で
き
る
わ
け
で
す
が
、
新
林
小
学
校
建
設
に
伴
う
調 

 

査
で
は
、
盗
掘
を
受
け
て
い
な
い
状
態
で
横
穴

墓
１
基
が
発
見
さ
れ
、 

多
く
の
貴
重
な
副
葬 

品
が
残
さ
れ
て
い
ま 

し
た
。
中
で
も
金
銅 

製
の
鳳
凰
を
模
し
た 

柄
頭
を
持
つ
環
頭
太 

刀
（
か
ん
と
う
た
ち
）
と
言
う
極
め
て
稀
な
太
刀

も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。 

ま
た
こ
れ
ら
の
横
穴
墓
の
内
、
川
名
の
神
光
寺

（
じ
ん
こ
う
じ
）
脇
に
あ
る
横
穴
墓
群
は
藤
沢
市
の

史
跡
に
指
定
さ
れ
、
保
存
さ
れ
て
お
り
、
現
在
も

そ
の
姿
を
観
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 
実
は
片
瀬
龍
口
寺
の
境
内
に 

あ
る
御
霊
窟
、
日
蓮
が
龍
ノ
口 

法
難
の
際
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た 

土
牢
と
し
て
今
日
で
も
信
仰
の 

対
象
で
す
が
、
そ
の
形
態
か
ら 

横
穴
墓
を
改
変
し
た
も
の
で
あ 

る
よ
う
で
す
。
ま
た
、
岩
谷
不
動 

尊
境
内
で
は
、
遺
体
を
安
置
す 

る
た
め
一
段
高
く
築
か
れ
た
横 

穴
墓
の
高
棺
座
（こ
う
か
ん
ざ
）が 

須
弥
壇
（
し
ゅ
み
だ
ん
）
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
す
。
か
な
り
身
近
に
お
墓
と
は
知
ら
れ

ず
に
片
瀬
の
方
々
の
傍
に
横
穴
墓
は
存
在
し
て
い

た
の
で
す
ね
。
ま
さ
に
片
瀬
に
歴
史
あ
り
、
で
す
。 

 

今
回
は
『
大
地
に
刻
ま
れ
た
藤
沢
の
歴
史
Ⅳ
～

古
墳
時
代
～
』
藤
沢
市
教
育
委
員
会 

２
０
１
４

年
を
参
考
に
い
た
し
ま
し
た
。 

  
 

      

 

 

 

 

 

    

  

江
の
島
は
教
材
の
宝
庫
⑦ 

「
江
の
島
灯
台
の
光
は
ど
こ
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

届
く
の
か
」 

 

江
の
島
と
い
え
ば
シ
ー
キ
ャ
ン
ド
ル

を
思
い
浮
か
べ
る
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。

夜
に
は
灯
台
の
光
が
見
え
る
か
と
思
い

ま
す
。
条
件
の
良
い
時
は
展
望
台
か
ら
箱

根
の
山
々
や
伊
豆
大
島
な
ど
が
よ
く
見

え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

一
方
で
、
江
の
島
灯
台
か
ら
照
ら
さ
れ

る
光
は
ど
こ
ま
で
届
く
の
で
し
ょ
う
か
。

灯
台
の
光
が
届
く
距
離
は
「
光
達
距
離
」

と
呼
び
、
光
の
強
さ
と
あ
わ
せ
て
公
開
さ

れ
て
い
ま
す
。 

 

光
達
距
離
は
、
光
が
強
け
れ
ば
強
い
ほ

ど
伸
び
る
の
で
す
が
、
も
う
一
つ
大
切
な

こ
と
と
し
て
地
球
は
丸
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
海
面
か
ら
１
ｍ
で
光
る
場
合
は
４

ｋ
ｍ
離
れ
る
と
水
平
線
の
下
に
没
し
て

し
ま
い
ま
す
。
江
の
島
灯
台
は
江
の
島
の

ほ
ぼ
頂
上
に
建
ち
高
さ
も
約
６
０
ｍ
あ

あ
る
の
で
条
件
は
良
い
で
す
。
光
の
強
さ

と
灯
台
の
高
さ
を
勘
案
し
た
計
算
式
に

よ
っ
て
求
め
ら
れ
、
そ
の
光
達
距
離
は
４

６
ｋ
ｍ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
４
６
ｋ
ｍ
が

ど
れ
く
ら
い
の
距
離
か
、
国
土
地
理
院
の

地
図
に
円
を
描
い
て
み
ま
し
た
。
相
模
湾

を
カ
バ
ー
す
る
よ
う
で
す
。
理
論
値
な
の

で
実
際
の
見
え
方
は
異
な
り
ま
す
が
、
房

総
半
島
の
洲
崎
か
ら
江
の
島
灯
台
の
光

が
見
え
た
ら
で
実
際
の
見
え
方
は
異
な 

      

環頭太刀 

（かんとうたち） 

り
ま
す
が
、
房
総
半
島
の
洲
崎
か
ら
江

の
島
灯
台
の
光
が
見
え
た
ら
面
白
い

な
と
想
像
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

著 

鹿
児
嶋 

英
克 

      

〈３〉 

神光寺横穴 

私
の
散
歩
道 

 

コ
ロ
ナ
禍
が
過
ぎ
、
片
瀬
界
隈
で

も
観
光
客
を
多
く
見
か
け
る
よ
う
に

な
っ
た
。
江
ノ
電
も
な
か
の
扇
屋
さ

ん
の
前
で
も
多
く
の
方
が
江
ノ
電
の

写
真
を
撮
ら
れ
て
い
る
。
ふ
と
、
扇
屋

さ
ん
の
前
か
ら
江
ノ
電
が
走
る
の
を

見
た
ら
、
奥
に
富
士
山
が
。
毎
日
そ
の 

前
を
通
っ
て
い
て
も
、
全
く
知
ら
な

か
っ
た
。 

 

皆
さ
ん
も 

晴
れ
た
日
に 

一
度
ご
覧
に 

な
っ
て
み
て 

は
。（
Ｍ
） 
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〈４〉 

ふ
る
さ
と
片
瀬
～
今
昔
あ
れ
こ
れ
～
㊸ 

 
 
 
 

中
村 

喬 

「子
ど
も
の
頃
の
東
リ
町
」 

 
子
ど
も
の
シ
ャ
ツ
の
繕
い
を
し
て
い
る
母
親

か
ら
「
ま
り
や
に
行
っ
て
ボ
タ
ン
と
糸
を
買
っ
て

き
て
」
と
頼
ま
れ
て
走
っ
た
。
「ま
り
や
」
と
い
う

店
の
名
前
が
い
つ
ま
で
も
心
に
残
っ
て
い
る
。
終

戦
後
の
昭
和
の
暮
ら
し
の
話
で
あ
る
。
父
親
の

晩
酌
の
つ
ま
み
に
鯵
の
酢
の
物
を
つ
く
ろ
う
と

す
れ
ば
江
の
島
沖
で
と
れ
た
鯵
を
丁
寧
に
お

ろ
し
て
く
れ
る
魚
屋
が
あ
っ
た
。
魚
屋
だ
け
で

な
く
、
八
百
屋
も
酒
屋
も
肉
屋
も
米
屋
も
乾

物
屋
も
パ
ン
屋
も
タ
バ
コ
屋
も
豆
腐
屋
も
薬
局

も
牛
乳
屋
も
軒
を
連
ね
て
い
た
。
日
常
の
暮
ら

し
の
買
い
物
は
東
リ
町
の
商
店
街
で
用
が
足
り

た
。
文
房
具
を
商
う
店
も
あ
っ
た
。
そ
う
い
え

ば
葬
儀
屋
も
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。 

子
ど
も
の
頃
よ
く
腹
を
こ
わ
し
た
。
恰
幅
の

い
い
内
科
の
お
医
者
さ
ん
が
聴
診
器
を
当
て
て

薬
を
処
方
し
て
く
れ
た
。
す
ぐ
に
よ
く
な
っ

た
。
通
り
を
少
し
外
れ
た
と
こ
ろ
に
は
歯
科
の

医
院
も
外
科
の
病
院
も
あ
っ
た
。 

こ
の
通
り
が
か
つ
て
の
江
の
島
道
で
あ
り
、
地

域
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
泉
蔵
寺
、
密
蔵
寺
、
本
蓮

寺
、
常
立
寺
と
古
刹
が
並
ん
で
い
る
。
今
市
民

セ
ン
タ
ー
が
置
か
れ
て
い
る
場
所
に
は
役
場
が

あ
っ
た
。
郵
便
局
も
あ
っ
た
。
郵
便
局
が
移
転

し
た
こ
と
は
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
。 

   

 

 

 

ま
た
、
こ
の
通
り
に
は
手
に
職
を
持
つ
職
人

さ
ん
が
多
く
住
ん
で
い
た
。
石
屋
、
大
工
、
建

具
屋
、
板
金
加
工
、
染
物
屋
、
布
団
屋
、
経
師

屋
な
ど
な
ど
、
優
れ
た
技
術
で
地
域
の
暮
ら

し
を
支
え
て
い
た
。 

 

も
ち
ろ
ん
今
も
地
域
の
住
民
の
た
め
に
活
動

を
続
け
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
多
く
の
方
々
が
い

ら
っ
し
ゃ
る
。
頭
が
下
が
る
。 

 

そ
し
て
、
地
域
の
高
齢
化
が
進
む
今
、
再
び

地
域
の
商
店
街
の
活
性
化
を
目
指
す
試
み
が

色
々
と
行
わ
れ
て
い
る
。
御
用
聞
き
が
家
々

を
回
り
、
品
物
を
届
け
て
く
れ
た
昔
が
懐
か

し
い
。
か
つ
て
と
同
じ
姿
に
戻
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
が
、
新
し
い
形
の
地
域
住
民
に
や
さ
し

い
商
店
街
が
育
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
強
く
思

う
。 

【戻
り
松
見
守
る
春
の
東
リ
町
】 

 

             

の
ぞ
い
て
み
よ
う
！
公
民
館 

「
片
瀬
だ
よ
り
」 

 

今
回
は
公
民
館
報
の
「
片
瀬
だ
よ
り
」
を

ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

片
瀬
だ
よ
り
は
、
６
月
・
９
月
・
１
２
月
・

３
月
の
年
４
回
発
行
し
て
し
ま
す
。
２
回
か

ら
３
回
の
編
集
会
議
を
経
て
、
地
域
の
情
報

を
お
届
け
し
て
い
ま
す
。 

 

編
集
委
員
さ
ん
は
、
博
識
で
穏
や
か
で
優

し
く
て
、
お
話
も
楽
し
い
の
で
編
集
会
議
は

脱
線
し
て
し
ま
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
・
・
・
。 

 

「
ふ
る
さ
と
片
瀬
」
の
中
村
先
生
に
は
当

初
１
０
回
ほ
ど
の
連
載
を
お
願
い
し
て
い

ま
し
た
が
、
気
づ
け
ば
４
３
回
。 

先
生
の
温
か
い
文
章
と
奥 

様
の
優
し
い
絵
。
お
二
人
の 

人
柄
が
感
じ
ら
れ
る
連
載 

に
は
フ
ァ
ン
も
多
く
、
片 

瀬
だ
よ
り
の
目
玉
と
な
っ
て 

い
ま
す
。 

 

市
内
に
１
３
公
民
館
あ
り
ま
す
が
、
公
民

館
報
は
片
瀬
の
み
に
な
り
ま
し
た
。
少
し
で

も
長
く
地
域
の
皆
様
に
、
片
瀬
の
情
報
を
お

届
け
で
き
る
よ
う
祈
る
ば
か
り
で
す
。 

    
 

         

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

片
瀬
市
民
図
書
室
か
ら
の
ご
案
内 

 
 

 

電
話
２
８―

６
９
３
５ 

《
新
刊
案
内
》 

「
風
に
立
つ
」 

 
 

 
 

柚
月
裕
子 

「
恋
か
隠
居
か
」 

（
新
酔
い
ど
れ
小
藤
次
２
６
） 

佐
伯
泰
英 

「
黒
い
絵
」 

 
 

 
 

 

原
田
マ
ハ 

「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
上
下
」 

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
キ
ン
グ 

「
夜
明
け
を
待
つ
」 

 
 

佐
々
涼
子 

「
一
億
円
の
犬
」 

 
 

 

佐
藤
青
雨 

「
一
夜
（
隠
蔽
捜
査
１
０
）」 今

野
敏 

「
ホ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
と
震
度
四
」 

井
上
荒
野 

「
県
警
の
守
護
神
」 

 
 

（
警
務
部
監
察
課
訴
務
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

水
村
舟 

「
旅
の
人
島
の
人
」（
増
補
版
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

俵
万
智 

「
ウ
ー
ウ
ェ
ン
の
蒸
し
も
の
お
粥
」 

ウ
ー
・
ウ
ェ
ン 

「
出
雲
・
松
江
石
見
銀
山
・ 

境
港
鳥
取
‘
２
４
」 

（
お
と
な
旅
プ
レ
ミ
ア
ム
） 

「
る
る
ぶ
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
‘
２
５
」 

「
る
る
ぶ
奄
美
・
屋
久
島
・ 

種
子
島
’
２
５
」 

  
 

編
集
後
記 

 

元
旦
に
起
き
た
能
登
半
島
地
震
は
、
日
が

た
つ
に
つ
れ
て
身
に
つ
ま
さ
れ
る
。
「
天
災

は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
く
る
」
の
警
句
を
忘

れ
る
な
と
痛
感
し
て
い
る
。 

 

と
は
い
え
、
春
の
陽
ざ
し
に
緊
張
は
ほ
ぐ

れ
て
、
見
頃
の
桜
は
ど
こ
か
、
タ
ケ
ノ
コ
は

未
だ
か
と
暢
気
な
会
話
が
日
常
に
あ
る
。 

 

新
入
生
が
賑
や
か
に
一
団
で
通
学
す
る
。

自
ず
と
笑
み
が
こ
ぼ
れ
て
き
た
。 

（
Ｏ
） 

 
 

 
 

 
 


