
Ｐ
１　
麻
生
区
の
風
物
紹
介

Ｐ
２　
座
談
会
「新
し
い
風
は
ど
こ
に
」

Ｐ
４　
私
の
提
言

Ｐ
５　
麻
生
フ
ィ
ル
４
０
年

Ｐ
６　
麻
生
区
文
化
協
会
の
行
事

Ｐ
８　
会
員
の
活
躍

文
化
協
会
の
こ
れ
か
ら

編
集
後
記

ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
を
ご
紹
介
し
ま
す

か
ら
む
し
第　
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の
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麻
生
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い
る
麻
生
不
動
院
の

だ
る
ま
市
は
、こ
の
ほ
ど
川
崎
市
地
域
文
化
財

の
指
定
を
受
け
ま
し
た
。佐
藤
勝
昭
さ
ん
が
、

絵
と
文
で
不
動
院
と
だ
る
ま
市
を
紹
介
し
ま
す
。

麻
生
区
文
化
協
会
が「
新
し
い
風
と
創
造
」を
掲

げ
て
か
ら
８
年
が
経
ち
ま
し
た
。こ
の
間
新
し
い

風
は
吹
い
た
で
し
ょ
う
か
、今
後
、ど
う
す
れ
ば

新
し
い
風
を
吹
か
せ
る
か
を
、話
し
合
い
ま
す
。

麻
生
区
文
化
協
会
に
長
く
関
わ
っ
て
来
ら
れ
、

総
会
等
で
適
切
な
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
く
書
家
の

笠
原
秋
水
先
生
に
本
会
の
こ
れ
か
ら
へ
の
提
言

を
書
い
て
頂
き
ま
し
た
。

麻
生
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ
ニ
ー
管
弦
楽
団
が
こ
の
程

創
立
４
０
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。創
立
の
経
緯
、

文
化
協
会
と
の
関
わ
り
な
ど
を
団
長
で
あ
る

岩
倉
宏
治
さ
ん
が
熱
く
語
り
ま
す
。

文
化
協
会
が
２
０
２
３
年
度
後
半
に
行
っ
た
活
動

を
ま
と
め
、そ
の
中
の
い
く
つ
か
を
詳
細
に
報
告

す
る
コ
ー
ナ
ー
で
す
。夏
休
み
親
子
教
室
、舞
台

衣
裳
の
女
優
さ
ん
を
描
く
デ
ッ
サ
ン
会
、文
化
祭

の
俳
句
大
会・美
術
工
芸
展
、あ
さ
お
古
風
七
草

粥
の
会
、か
わ
さ
き
市
民
芸
術
祭
の
美
術
部
門・

舞
台
部
門
、文
化
講
演
会
、ア
ル
テ
リ
ッ
カ
新
ゆ
り

美
術
展
な
ど
の
報
告
を
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
者
に

書
い
て
頂
き
ま
し
た
。

麻
生
区
文
化
協
会
の
２
０
２
３
年
度
に
行
う
行
事

総
会
、デ
ッ
サ
ン
会
、夏
休
み
親
子
教
室
、俳
句
講
座

文
化
祭
な
ど
の
日
程
の
予
告
で
す
。

写
遊
会
ほ
か

麻
生
不
動
院( 

明
王
山
不
動
院
般
若
坊)

　
室
町
時
代
に
ル
ー
ト
を
持
つ
古
刹

　

麻
生
不
動
院
は
、
下
麻
生
一
丁
目
に
あ
る
真
言
宗
豊
山
（
ぶ
ざ
ん
）
派
の

寺
院
で
、
明
王
不
動
院
盤
若
坊
と
呼
ば
れ
ま
す
。
応
永
年
間(

１
４
０
０
年
頃
）

足
利
公
坊
の
庇
護
を
受
け
、
不
動
堂
が
建
立
さ
れ
た
と
さ
れ
ま
す
。

　

嘉
永
４
（
１
８
４
９
）
年
に
了
円
と
い
う
僧
侶
が
再
興
に
努
め
、
王
禅
寺

の
管
理
下
に
な
っ
て
一
層
繁
栄
し
、
１
月
２
８
日
の
不
動
の
日
に
は
、
北
は

津
久
井
郡
城
山
か
ら
、
南
は
東
海
道
川
崎
宿
か
ら
も
参
詣
に
来
た
そ
う
で
す
。

　

本
尊
は
不
動
明
王
像
で
、
縁
起
に
よ
る
と
、
鎌
倉
覚
園
寺
を
開
山
・
開
基

し
た
願
行
上
人
が
、
不
動
尊
三
体
を
作
り
、
一
体
を
自
寺
に
、
他
の
二
体
を

相
模
の
大
山
と
武
州
麻
生
郷
不
動
院
に
安
置
し
た
と
い
い
ま
す
。

　

一
方
、
伝
説
で
は
、
昔
あ
る
村
人
が
木
賊
ヶ
原
で
ト
ク
サ
を
刈
っ
て
い
る

と
、
八
寸
程
の
不
動
尊
が
見
つ
か
り
、
こ
れ
が
麻
生
不
動
の
本
尊
で
，
以
来

木
賊
不
動
の
名
が
つ
き
，
火
伏
せ
の
神
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

１
月
２
８
日
の
縁
日
に
、
参
詣
者
は
火
伏
せ
の
利
益
の
あ
る
と
い
う
銭
を

い
た
だ
い
て
帰
り
、
そ
れ
を
囲
炉
裏
の
自
在
鉤
に
か
け
て
お
く
と
子
供
が
炉

に
落
ち
な
い
、
ま
た
火
事
に
も
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
１
年
間
無
事

に
過
ご
せ
た
時
は
、
前
年
に
い
た
だ
い
た
穴
あ
き
銭
に
お
礼
の
お
金
を
そ
え

て
返
し
，
新
し
い
火
伏
せ
の
銭
を
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
風
俗
は
，
囲
炉
裏

の
な
く
な
っ
た
現
在
も
つ
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
　
だ
る
ま
市
が
川
崎
市
地
域
文
化
財
に

　

不
動
の
縁
日
、
境
内
で
は
ダ
ル
マ
の
店
が
、
ま
た
参
道
に
は
４
０
０
軒
を

超
す
露
店
が
並
び
ま
す
。
縁
日
に
ダ
ル
マ
を
売
り
始
め
た
の
は
明
治
３
７
年

(

１
９
０
４)

か
ら
で
、
町
田
市
能
ヶ
谷
の
池
田
巳
之
吉
と
い
う
人
が
東
京
北

多
摩
郡
の
村
山
町
か
ら
ダ
ル
マ
を
仕
入
れ
て
売
っ
た
の
が
最
初
と
さ
れ
ま
す
。

　

大
正
時
代
に
入
っ
て
ダ
ル
マ
を
売
る
店
が
増
え
、
昭
和
６
年(

１
９
３
１)

か
ら
平
塚
の
相
州
ダ
ル
マ
が
入
り
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
が
平
塚
の
ダ
ル
マ

に
な
り
ま
し
た
。
通
常
は
年
の
瀬
に
開
か
れ
る
だ
る
ま
市
で
す
が
、
麻
生
不

動
院
で
は
例
年
１
月
２
８
日
に
行
わ
れ
る
た
め
「
関
東
納
め
の
だ
る
ま
市
」

と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
だ
る
ま
市
は
、
２
０
２
２
年
１
２
月
に

川
崎
市
教
育
委
員
会
か
ら
川
崎
地
域
文
化
財
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

七
転
八
起
の
法
被
を
着
た
売
り
子
が
、
だ
る
ま
が
売
れ
る
た
び
、
買
い
手

の
家
内
安
全
・
商
売
繁
盛
を
願
っ
て
火
打
石
で
切
り
火
を
し
、
威
勢
の
よ
い

か
け
声
を
か
け
る
様
は
、
見
て
い
る
だ
け
で
も
元
気
を
貰
え
る
風
景
で
す
。

　

な
お
、
か
ら
む
し
４
６
号
（
平
成
２
１
年
３
月
）
の
表
紙
に
、
松
田
洋
子

さ
ん
が
麻
生
不
動
院
と
だ
る
ま
市
の
絵
と
記
事
を
載
せ
て
お
ら
れ
、
参
考
に

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（

絵
と
文　

佐
藤
勝
昭
）

（1）　 令和 5年 3月 3 1 日
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