
　

茅
ケ
崎 

太
陽
の
郷
に
お
住
い

の
水
野
敬
三
郎
さ
ん
が
お
話
し

く
だ
さ
る「
仏
像
の
み
か
た
」（
全

３
回
）の
文
化
教
室
が
昨
年
、大

変
ご
好
評
の
う
ち
に
行
わ
れ
ま

し
た
。そ
こ
で
、こ
ち
ら
の「
太
陽

の
郷
だ
よ
り
」紙
面
で
も
ぜ
ひ
ご

紹
介
し
た
く
、今
回
か
ら
３
回
に

わ
た
っ
て
、水
野
さ
ん
に
ご
執
筆

い
た
だ
き
ま
す
。

　
仏
像
の
拝
み
方
や
見
方
は
各
人
の

勝
手
で
す
が
、余
計
な
お
世
話
と
知

り
な
が
ら
、私
な
り
の
仏
像
の
見
方

を
お
話
し
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。今

回
は
、着
衣
か
ら
見
る
と
、こ
ん
な
こ

と
も
言
え
る
と
い
う
話
し
。

法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
に
み
る

袈
裟
の
ふ
し
ぎ

　
日
本
の
仏
像
で
一
番
古
い
、推
古

天
皇
三
十
一
年（
六
二
三
）止
利
仏
師正面観では大衣の端を左前腕にかけている釈迦如来像
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太
陽
の
郷 

だ
よ
り

茅ヶ崎

2018年

春号

が
造
っ
た
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊

像
を
ま
ず
取
り
上
げ
ま
す
。

　
中
尊
釈
迦
如
来
像
の
大
衣（
袈
裟
）

の
着
方
は
正
面
か
ら
見
る
と
、中
国

北
魏
時
代
後
期（
五
世
紀
後
半
）に
生

れ
た
漢
民
族
式
の
着
方
の
よ
う
に
、

体
の
前
を
め
ぐ
る
大
衣
の
端
を
左
前

腕
に
懸
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま

す
。し
か
し
側
面
・
背
面
に
廻
っ
て
見

る
と
、実
は
中
国
で
少
し
後
の
年
代

に
あ
ら
わ
れ
る
、大
衣
の
端
を
左
肩

に
懸
け
る
変
化
形
式
と
な
っ
て
い

る
。中
国
や
朝
鮮
半
島
の
像
に
は
な

い
ユ
ニ
ー
ク
な
形
式
で
す
。多
分
止

利
仏
師
や
こ
れ
を
造
ら
せ
た
権
力
者

は
厳
し
い
精
神
性
の
表
現
を
求
め
、

そ
れ
に
適
し
た
漢
民
族
式
着
衣
の
形

を
正
面
観
に
採
用
し
な
が
ら
、そ
の

形
を
正
確
に
理
解
す
る
手
本
に
乏
し

く
、変
化
形
式
の
背
面
の
形
を
借
り

て
、辻
褄
を
合
わ
せ
た
の
で
し
ょ
う
。

初
め
て
仏
像
を
造
っ
た
時
期
の
作
者

の
苦
心
が
偲
ば
れ
ま
す
。

　
こ
う
し
て
生
ま
れ
た
折
衷
形
式

第
一
回 

着
衣
か
ら 
ー
袈
裟
、よ
ろ
い
ー
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木
造
家
屋
が
密
集
し
、道

幅
の
狭
い
道
路
が
多
い
茅
ヶ

崎
市
は
、地
震
に
よ
り
ひ
と

た
び
火
災
が
起
こ
る
と
、火

元
か
ら
周
辺
へ
次
々
と
燃
え

広
が
る〝
延
焼
拡
大
〞の
危
険

が
高
い
都
市
構
造
で
あ
る

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
こ

で
、万
が
一
、市
内
で
延
焼
火

災
が
発
生
し
た
場
合
、市
民

の
皆
さ
ん
が
緊
急
避
難
す
る

「
広
域
避
難
場
所
」が
市
内
に

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、こ

の
度
、茅
ケ
崎 

太
陽
の
郷
の

敷
地
内（
原
則
屋
外
）を「
広

域
避
難
場
所
」と
し
て
提
供

す
る
こ
と
で
、市
と
の
協
定

を
結
び
ま
し
た
。

　
緊
急
事
態
の
備
え
と
し

て
、太
陽
の
郷
の
広
大
な
敷

地
を
活
用
い
た
だ
き
、地
域

の
皆
様
の
一
助
と
な
れ
ば
幸

い
で
す
。

延
焼
火
災
の

「
広
域
避
難
場
所
」に

指
定
さ
れ
ま
し
た
！

で
す
が
、実
際
に
こ
の
よ
う
に
着
る

に
は
無
理
が
あ
る
。し
か
し
、衣
文
の

流
れ
や
曲
線
は
現
実
離
れ
し
た
抽
象

的
な
も
の
で
す
が
、み
ご
と
な
デ
ザ

イ
ン
で
、す
ぐ
れ
た
造
形
表
現
に
達

し
て
い
ま
す
。

東
大
寺
戒
壇
院
四
天
王
像
な
ど

天
平
時
代
の
神
将
像
に
み
る
甲

　
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、有
名
な
東

大
寺
戒
壇
院
四
天
王
像
な
ど
、天
平

時
代
の
神
将
像
の
甲
の
形
に
つ
い
て

言
え
ま
す
。中
国
の
唐
時
代
に
完
成

し
た
甲
は
、胸
・
腹
・
背
、腰
以
下
の
各

部
を
別
々
に
つ
く
り
、動
き
が
自
由

で
機
能
的
で
す
。形
と
し
て
そ
れ
を

ま
ね
た
天
平
の
甲
は
背
中
か
ら
腰
廻

り
ま
で
ワ
ン
ピ
ー
ス
と
し
、𦜝
を
金

属
の
板
で
守
る
護
𦜝
円
護
に
あ
た
る

部
分
と
急
所
を
守
る
部
分
と
を
一
枚

の
板
に
仕
立
て
る
な
ど
の
改
変
を
し

ま
す
。実
戦
で
の
激
し
い
動
き
に
耐

え
ら
れ
る
か
不
安
で
す
が
、格
好
い

い
デ
ザ
イ
ン
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で

す
。日
本
美
術
の
底
流
の
一
端
が
う

か
が
え
る
で
し
ょ
う
。

よ
ろ
い

へ
そ

け   

さ

ご
せ
い 

え
ん
ご

仏
像
の
み
か
た

︻
シ
リ
ー
ズ
︼

広域
避難場所



お問い合わせ・見学のお申し込みは

住宅型有料
老人ホーム 茅ヶ崎 太陽の郷

ご昼食付見学会開催

※日時をご予約の上、お越しください。　※シャトルバスのご利用が可能です。金曜日4便が増えて、便利になりました！
※上記日程以外のご見学も、お気軽にお問い合わせください。
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事業主体 ： 一般社団法人 南湖荘　TEL.0467-87-0819

食堂から続くテラスには季節の花が咲いています。黄色
の花はレンギョウ(連翹)、白は雪柳。

0120-710-728
検索茅ヶ崎太陽の郷 ホームページもご覧ください！

花
だ
よ
り

【 

福
寿
草 

】 

花
言
葉
：
幸
せ
を
招
く

旧
暦
の
正
月
前

後
に
黄
色
い
花

を
長
く
咲
か
せ

る
の
で
、福
寿
草

（
フ
ク
ジ
ュ
ソ
ウ
）

と
い
っ
た
縁
起
の

良
い
名
が
付
け

ら
れ
た
よ
う
で

す
。昔
か
ら
南
天
の
実
と
合
わ
せ
、「
難
を
転
じ

て
福
と
な
す
」と
い
っ
た
意
味
で
寄
せ
植
え
に

使
わ
れ
ま
す
。

【 

蕗
の
薹 

】 

花
言
葉
：
待
望
、仲
間 

早
春
、蕗
の
地
下
茎
か
ら
伸
び
る
若
い
花
茎

を
、蕗
の
薹（
フ
キ
ノ
ト
ウ
）と
呼
び
ま
す
。花

が
咲
く
前
の
若
い
つ
ぼ
み
は
、春
を
告
げ
る

山
菜
で
す
。蕗
の
原
産
地
は
日
本
、朝
鮮
半

島
、中
国
な
ど
で
、大
根
や
カ
ブ
と
同
様
、古

く
か
ら
食
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

右から佐々木さん、落合孝和さん、太陽の郷の庭園を
20年以上手入れしてくださっている高柳栄夫さん。

人と自然との架け橋が植栽の仕事植栽
第2回

庭
園
の
お
手
入
れ
に
携
わ
っ
て
い

る
植
栽
担
当
ス
タ
ッ
フ
は
、
毎

号
、「
花
だ
よ
り
」
の
コ
ー
ナ
ー

も
担
当
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
代

表
し
て
、
佐
々
木
力
さ
ん
に
聞
き

ま
し
た
。

恵
ま
れ
た
環
境
で
働
け
る

何
よ
り
の
喜
び

　

太
陽
の
郷
は
南
に
湘
南
の
海
、

北
に
丹
沢
連
山
、
西
に
富
士
、
そ

し
て
そ
の
名
の
通
り
東
か
ら
昇

る
太
陽
の
穏
や
か
な
日
差
し
と
、

と
て
も
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ
り

ま
す
。
お
よ
そ
９
０
０
０
坪
の
庭

園
が
広
が
り
、
そ
の
庭
園
に
は

茅
ヶ
崎
市
の
貴
重
な
文
化
遺
産

で
あ
る
南
湖
院
時
代
の
第
一
病
棟

や
、
関
東
の
富
士
見
百
景
に
選
ば

れ
て
い
る
富
士
見
の
丘
な
ど
が
あ

スタッフ紹介

り
ま
す
。
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い

場
所
で
毎
日
働
け
る
こ
と
は
、

私
に
と
っ
て
、
と
て
も
幸
せ
な
こ

と
で
す
。

創
始
者･

髙
田
先
生
の
理
念

自
然
と
の
共
存
を
大
切
に

　

私
が
庭
の
手
入
れ
で
一
番
心

掛
け
て
い
る
こ
と
は
、
太
陽
の

郷
の
創
始
者
で
あ
る
髙
田
準
三

先
生
よ
り
引
き
継
が
れ
た
〝
自

然
流
〞
で
す
。
つ
ま
り
、
人
と

自
然
と
が
共
存
で
き
る
環
境
を

つ
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

土
や
緑
が
減
少
し
て
い
る

今
、
こ
れ
だ
け
の
自
然
が
残
る

環
境
は
大
変
貴
重
で
す
。
私
の

仕
事
は
、
人
と
自
然
と
の
架
け

橋
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
人
に

と
っ
て
住
み
や
す
く
、
そ
し
て

自
然
に
も
や
さ
し
い
、
そ
ん
な

庭
づ
く
り
が
で
き
た
ら
幸
せ

で
す
。

　

天
気
の
良
い
青
空
の
日
、
し

と
し
と
と
降
る
雨
の
日
、
物
思
い

に
ふ
け
る
日
・
・
・
と
、
人
生
に

は
色
々
な
日
が
あ
り
ま
す
が
、

ぜ
ひ
お
庭
に
足
を
運
ん
で
み
て

く
だ
さ
い
。
何
か
、
新
し
い
発
見

が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

現在新たに10室のリフォーム中で、5月下旬に完成予定です。
事前見学として、ぜひ一度お越しください。

つ
と
む


