
 

「
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ
り
」
と

い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
り
ま
す
。「
一

年
間
の
目
標
や
計
画
は
、
元
旦
に

決
め
る
の
が
良
い
」「
何
事
も
最
初

の
計
画
や
準
備
が
大
切
」
な
ど
と

い
っ
た
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
て
い

ま
す
。 

 

そ
の
由
来
に
は
諸
説
あ
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
中
で
も
次
の

二
つ
が
有
力
と
さ
れ
、
か
つ
、
こ
と

わ
ざ
の
続
き
も
存
在
し
て
い
ま

す
。 

 

一
つ
目
は
、
戦
国
時
代
最
高
の

智
将
と
言
わ
れ
る
毛
利
元
就
の
言

葉
に
基
づ
く
と
い
う
説
で
す
。 

 

あ
る
年
の
元
日
の
朝
、
家
臣
が

祝
い
の
膳
を
食
べ
る
よ
う
に
元
就

に
促
し
た
と
こ
ろ
、
元
就
は
黙
っ

て
席
を
立
っ
て
去
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
元
就
は
そ

の
家
臣
を
呼
び
、「
な
ぜ
元
旦
を
祝

う
か
？
」
と
尋
ね
ま
し
た
。
き
ち
ん

と
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
家
臣

に
対
し
、
元
就
は
、
こ
う
告
げ
た
と

い
い
ま
す
。 

「
世
の
愚
か
者
ど
も
は
、
恵
方
を

拝
ん
で
屠
蘇
（
と
そ
）
を
飲
み
、
長

寿
・
子
孫
繁
栄
を
祝
っ
て
浮
か
れ

て
い
る
が
、
元
旦
は
そ
ん
な
の
ん

気
な
も
の
で
は
な
く
、
年
の
初
め

に
一
年
の
事
を
じ
っ
く
り
考
え
る

日
だ
。
そ
れ
が
本
当
の
祝
い
と
い

う
も
の
だ
」  

と
。
彼
は
、「
一
年
の
計
は
春
に
あ

り
、
一
月
の
計
は
朔
（
つ
い
た
ち
）

に
あ
り
、
一
日
の
計
は
鶏
鳴
（
一
番

鶏
が
鳴
く
早
朝
）
に
あ
り
」
と
言

い
、
何
事
も
最
初
が
肝
心
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
伝
え
た
と
さ
れ
、

こ
れ
を
「
一
年
の
計
は
元
旦
に
あ

り
」
の
由
来
と
す
る
も
の
で
す
。  

 

二
つ
目
は
、
中
国
の
書
物
「
月
令

広
義
」（
げ
つ
り
ょ
う
こ
う
ぎ
）
に

由
来
す
る
と
い
う
考
え
た
方
で

す
。 

 

こ
れ
は
中
国
の
伝
統
的
な
年
中

行
事
、
儀
式
、
し
き
た
り
な
ど
を
解

説
し
た
書
物
で
、
そ
の
中
に
、「
四

計
」
と
い
う
も
の
が
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
。
四
計
は
、
「
一
日
の
計
」

「
一
年
の
計
」「
一
生
の
計
」「
一
家

の
計
」
を
指
し
て
い
ま
す
。 

「
一
日
之
計
在
晨
（
一
日
の
計
は

晨
（
あ
し
た
）
に
あ
り
）」「
一
年
之

計
在
春
（
一
年
の
計
は
春
に
あ

り
）」「
一
生
之
計
在
勤 

（
一
生
の

計
は
勤
に
あ
り
）
」
「
一
家
之
計
在

身
（
一
家
の
計
は
身
に
あ
り
）」
と

い
う
も
の
で
、
「
一
日
の
計
は
晨

（
あ
し
た
）
に
あ
り
、
一
年
の
計
は

春
に
あ
り
」
が
転
じ
て
、「
一
年
の

計
は
元
旦
に
あ
り
」
と
な
っ
た
と

い
う
説
で
す
。
ち
な
み
に
、
晨
（
あ

し
た
）
は
朝
と
い
う
意
味
、
春
は
、

中
国
の
暦
で
は
正
月
に
な
り
ま

す
。 

 

そ
し
て
、
冒
頭
で
触
れ
た
「
一
年

の
計
は
元
旦
に
あ
り
」
の
続
き
と

い
う
の
が
、
こ
の
四
計
の
３
、
４
番

目
の
こ
と
で
す
。「
一
生
の
計
は
勤

に
あ
り
」
「
一
家
の
計
は
身
に
あ

り
」、
意
味
は
、「
ま
じ
め
に
努
力
す

る
こ
と
で
、
人
生
が
決
ま
り
」「
身

の
振
り
方
や
生
き
方
で
、
一
家
の

将
来
が
決
ま
る
」
と
な
り
ま
す
。 

 

何
か
に
挑
戦
し
た
り
取
り
組
ん

だ
り
す
る
時
は
、
短
期
間
で
結
果

が
出
る
こ
と
の
方
が
少
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
き
ち
ん
と
目
標
を

持
ち
、
計
画
的
に
向
き
合
い
、
時
に

は
長
い
目
で
見
て
い
く
こ
と
も
肝

心
で
す
。
二
つ
の
説
は
い
ず
れ
も
、

元
旦
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
に
お
い

て
、「
ス
タ
ー
ト
の
姿
勢
」
や
「
真

剣
さ
」
が
と
て
も
大
事
で
あ
る
こ

と
を
教
え
て
い
ま
す
。 

 

 
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年

の
こ
の
日
、
北
海
道
旭
川
で
日

本
の
観
測
史
上
最
低
の
気
温
マ

イ
ナ
ス
41
℃
が
記
録
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
を
機
に
、「
寒
い
日

に
は
ほ
か
ほ
か
暖
か
い
中
華
ま

ん
を
食
べ
て
暖
ま
っ
て
も
ら
お

う
」
と
い
う
呼
び
か
け
に
よ
っ

て
、
こ
の
日
が
記
念
日
に
制
定

さ
れ
ま
し
た
。 

 

中
華
ま
ん
の
起
源
は
、
中
国

の
三
国
時
代
（
二
二
〇
年
頃
）

で
、「
三
国
志
」
に
も
登
場
す
る

名
将
・
諸
葛
孔
明
が
作
ら
せ
た

こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

南
方
の
蛮
族
を
征
伐
す
る
た

め
川
を
渡
ろ
う
と
し
た

孔
明
で
す
が
、
川
が
は
ん

ら
ん
し
て
渡
れ
ず
、
足
止

め
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。 

 

当
時
は
川
を
静
め

る
た
め
に
は
「
人
頭
を

水
神
に
さ
さ
げ
る
」
と

い
う
恐
ろ
し
い
し
き
た
り
が
あ

り
ま
し
た
が
、
部
下
を
犠
牲
に

で
き
な
か
っ
た
孔
明
は
、
小
麦

粉
を
水
で
ね
っ
て
皮
を
作
り
、

羊
と
豚
の
肉
を
包
ん
で
人
頭
に

似
せ
た
ま
ん
じ
ゅ
う
を
作
っ
た

の
で
す
。 

 
こ
れ
を
は
ん
ら
ん
す
る
川
に

投
げ
た
と
こ
ろ
、
見
事
に
風
雨

が
静
ま
り
、
川
を
渡
る
こ
と
が

で
き
、
戦
い
に
勝
つ
こ
と
が
で

き
た
の
で
し
た
。 

 

こ
の
日
に
中
華
ま
ん
を
食
べ

る
と
風
邪
を
ひ
か
な
い
、
受
験

に
合
格
す
る
と
い
っ
た
話
も
あ

る
よ
う
で
す
。 

 

 

日々楽々をご購読の皆さまに恒例のビンゴを始めます。昨年当選さ

れました方、おめでとうございます。今年もお楽しみに！！ 

今回も、発表数字６個+１個。プラス１個は、新聞の中に掲載いたし

ますので、毎回お見逃しなくご覧ください！！ 

当選数は６人までとさせていただきます。 
※ 当選数に達した時点で終了となります 

  先着順になりますので、お早いご連絡をお願いします。 
   ビンゴカードは一軒あたり一枚発行のみとさせて頂きます 

  ビンゴになった方は、事前に弊社にご連絡上、受け取りに来てください。 

   取置き・郵送・配達等は致しません。ご了承ください。 

お正月企画として 

さらにもう1つ発表！！ 


