
 
 
 

～山本将棋教室～ 
 

  後地通りを五反田方面へ進   

 んでいくと、旧中原街道と交  

 差する。その少し手前を左へ 

 曲がると、その一角に落ち着 

 いた雰囲気の建物がある。目 

 を凝らすとそこには「山本将 

 棋教室」と書かれている。 

  羽生善治竜王・藤井聡太五 

 段のこともあって、現在は空

前の将棋ブームだ。そんな中、昨年12月18日（月)、山本将棋

教室の主宰で指導棋士である山本大輔さんを訪問した。 

 山本さんは、昭和57年のお生まれである。趣味は、山登り、

カラオケ、卓球、水泳と多彩である。将棋は、幼稚園のころか

ら始められたそうだ。やはり『栴檀は双葉より芳し』であろう

か。わりと背が高く、ハキハキと物をおっしゃる。 

 山本さんに将棋の面白さを尋ねると、いろいろあると話す。

作戦を練って、相手の上を行って展開する、戦略的なゲーム

だ。作戦通りに行ったときはいいが、上手くいかない時もあ

る。駆け引きがあり、相手の読みが分かったときは面白い。 

 戦法は、矢倉囲い、横歩取りに代表される「居飛車」、中飛

車、四間飛車、高美濃、穴熊といった「振り飛車」の2つに大

別され、攻め込んでいく攻撃型と隙を見て狙うカウンター型。 

 山本教室は2011年7月1日からマンツーマンで教えている。現

在教室の会員数は186名ほど、そのほとんどが小学生などの若

年層である。横浜から足を運ぶ人もいるそうだ。 

〔山本将棋教室：品川区荏原1－12－6、入会金：3300円、永

久教材費：3300円〕     （荏原1丁目町会・吉田 健冶) 
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ボケ                
  

 

 

 

 

 

 
 花の名前をほとんど知らなかった頃、初めてこ

の花を見た時、「これは梅？」とたずねたら「ボ

ケ」と言われ、「惚け」とからかわれたのかと思

い、それ以来忘れられない花になりました。 

 ボケは中国原産で、平安時代に渡来したと言わ

れています。桜や梅と同じバラ科に属し、枝には

細かい棘があります。開花は11月～4月頃で、ふっ

くらとした可愛らしい5弁の花が咲きます。また、

秋には黄色の実がなります。花の色は「緋ボケ」

「白ボケ」「更沙ボケ」など多彩です。 

 ボケは「木瓜」と書きますが、それは実らせる

果実が瓜に似ており、木に実る瓜に由来したと言

われています。当初は「モッケ」と読んでいたの

が、次第に変化して「ボケ」となったのではとも

言われています。ちなみに花言葉は、「熱情」

「魅惑的な恋」などです。 

 林試の森入り口付近に咲いていますので、探し

てみてください (小山台2丁目町会・木村 美智代) 
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中
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井
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で
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わ
れ
ま
し
た
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区
長
や
顧
問
を 

は
じ
め
、
各
町
会
か
ら
も
多
く
の
方
々
に
ご
参
加

い
た
だ
き
、
総
勢
82
名
。 

 

当
日
は
、
小
山
5
丁
目
町
会
・
石
井
規
之
会
長

の
司
会
の
も
と
新
年
会
が
始
ま
り
ま
し
た
。 

 

は
じ
め
に
、
荏
原
第
一
連
合
町
会
を
代
表
し

て
、
荏
原
4
丁
目
町
会
・
連
合
町
会
の
三
瓶
恭
生

会
長
が
挨
拶
を
し
ま
し
た
。
三
瓶
会
長
は
2
年
後

の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
や
武
蔵
小
山
駅
周
辺
の
再

開
発
事
業
に
つ
い
て
触
れ
、
今
後
も
地
域
の
協
力

を
得
て
、
ま
ち
の
発
展
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と

い
う
話
を
さ
れ
ま
し
た
。 

 

つ
づ
い
て
、
来
賓
と
し
て
お
越
し
い
た
だ
い
た

濱
野
健
区
長
は 

「
い
つ
も
皆
様
に
は
、
品
川
区

政
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
よ
り
良
い
区
政
運
営
に
は
、
皆
様
か
ら

の
情
報
が
何
よ
り
で
す
。
今
後
も
地
域
な
ら
で
は

の
情
報
を
ぜ
ひ
お
寄
せ
く
だ
さ
い
」
と
挨
拶
さ
れ

ま
し
た
。 

 

ご
出
席
い
た
だ
い
た
皆
様
と
和
や
か
な
時
間
を

過
ご
し
、
今
年
の
初
顔
合
わ
せ
も
無
事
に
お
開
き

と
な
り
ま
し
た
。
今
年
も
荏
原
第
一
地
区
の
さ
ら

な
る
発
展
と
飛
躍
、
そ
し
て
皆
様
の
健
康
を
祈
念

し
ま
す
。
新
た
な
一
年
を
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
（
事
務
局
） 

 

小
山
台
保
育
園
で
、
1
月
19
日
（
金
）
に
初
釜

が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

初
釜
と
は
、
新
し
い
年
を
迎
え
て
最
初
に
行
う

お
茶
会
の
こ
と
で
、
日
本
の
伝
統
文
化
に
親
し
む

機
会
と
し
て
、
3
歳
か
ら
5
歳
児
を
対
象
に
毎
年

実
施
し
て
い
ま
す
。 

 

お
茶
を
点
て
る
の
は
、
学
生
時
代
に
茶
道
部
に

所
属
し
て
い
た
保
育
士
の
先
生
で
す
。 

 

ま
ず
、
子
ど
も
た
ち
は
ご
挨
拶
を
し
て
正
座
を

し
、
お
菓
子
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
日
の
た

め
に
用
意
さ
れ
た
お
菓
子
は
、
手
づ
く
り
の
き
な

粉
ラ
ス
ク
。
子
ど
も
た
ち
は
、
嬉
し
そ
う
な
満
面

の
笑
み
で
味
わ
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

つ
づ
い
て
、
先
生
の
お
点
前
が
始
ま
り
ま
し

た
。
初
め
て
見
る
茶
道
具
に
子
ど
も
た
ち
も
興
味

深
々
の
様
子
。
先
生
が
茶
筅
で
素
早
く
点
て
る

と
、
柔
ら
か
く
泡
立
っ
た
お
抹
茶
が
で
き
あ
が
り

ま
し
た
。
指
導
し
て
い
た
だ
い
た
作
法
で
一
気
に

飲
み
干
す
と
、
子
ど
も
た
ち
か
ら
は
「
お
茶
は

ち
ょ
っ
と
苦
か
っ
た
」
、
「
お
菓
子
も
食
べ
ら
れ

て
楽
し
か
っ
た
。
ま
た
明
日
も
や
り
た
い
！
」
な

ど
と
い
っ
た
声
が
聞
え
ま
し
た
。 

 

同
保
育
園
園
長
・
桒
原
睦
美
先
生
は
、
「
当
園

で
は
、
10

年
以
上
前
か
ら
初
釜
を
行
っ
て
い
ま

す
。
小
学
校
に
あ
が
る

と
茶
道
部
が
あ
る
学
校

も
あ
り
ま
す
。
保
育
園

で
の
経
験
や
興
味
が
小

学
校
に
も
つ
な
が
っ
て

い
く
と
思
う
の
で
、
こ

れ
か
ら
も
長
く
続
け
て

い
き
た
い
で
す
」
と
話

し
て
い
ま
し
た
。
（
事

務
局
） 

 
 

⑪
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業
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邉
商
店
」
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▼
「
河
邉
商
店
」
の
歴
史 

 

小
山
3
丁
目
で
昆
布
や
わ
か
め
、
ひ
じ
き
な
ど
、 

主
に
海
藻
類
の
製
造
・
加
工
・
卸
ま
で
一
貫
し
て
行

う
河
邊
商
店
。
そ
の
歴
史
は
、
慶
応
元
年
に
さ
か
の

ぼ
り
ま
す
。
今
で
は
2

0

0
種
類
以
上
の
海
藻
製 

品
を
作
る
ま
で
に
成
長
し
、
海
藻
の
魅
力
を
国
内
外

に
発
信
し
て
い
ま
す
。
4
代
目
・
河
邉
克
巳
社
長
に 

幼
い
頃
の
商
店
街
の
思
い
出
や
、
再
開
発
に
つ
い
て

伺
い
ま
し
た
。 

▼
4
代
目
の
武
蔵
小
山
の
思
い
出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  

 

河
邉
社
長
に
、
子
ど
も
の
頃
の
商
店
街
に
つ
い
て 

尋
ね
る
と
、
「
あ
の
頃
は
季
節
感
が
あ
っ
た
。
匂
い

が
濃
か
っ
た
」
と
、
思
い
出
を
話
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
特
に
思
い
出
す
の
が
、
冬
場
の
銭
湯
だ
そ
う

で
す
。
当
時
、
商
店
街
周
辺
に
は
た
く
さ
ん
の
銭
湯

が
あ
り
ま
し
た
。
湯
船
に
つ
か
っ
て
、
体
の
芯
ま
で

あ
た
た
ま
っ
た
帰
り
道
。
手
拭
い
を
振
り
回
す
と
、

「
家
に
た
ど
り
つ
く
ま
で
の
間
に
カ
チ
ン
コ
チ
ン
に

凍
っ
て
し
ま
う
の
が
楽
し
か
っ
た
」
と
、
懐
か
し
い

話
し
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

▼
再
開
発
へ
の
思
い
は
・
・
・ 

 

河
邉
社
長
は
、
昔
な
が
ら
の
小
売
店
が
減
少
し
、 

地
域
な
ら
で
は
の
特
徴
が
薄
れ
て
い
く
の
は
寂
し
い

と
し
な
が
ら
も
、
「
そ
の
時
代
、
そ
の
時
代
で
生
ま

れ
て
く
る
も
の
も
あ
る
」
と
、
変
化
す
る
時
代
の
流

れ
を
客
観
的
に
と
ら
え
て
い
ま
す
。
そ
の
上
で
、
こ
れ

か
ら
の
『
ま
ち
』
を
築
き
上
げ
る
の
は
子
ど
も
た
ち
で

「
子
ど
も
た
ち
の
住
み
た
い
ま
ち
や
、
こ
ん
な
ま
ち
が

あ
っ
た
ら
い
い
な
、
と
い
う
声
を
聞
く
こ
と
も
大
切
だ

と
思
う
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。 

 

今
回
の
河
邉
社
長
の
話
で
一
番
印
象
的
だ
っ
た
の
は 

 

「
今
を
拾
っ
て
い
か
な
い
と
未
来
は
で
き
な
い
」
と
い

う
一
言
で
し
た
。
急
激
に
変
化
す
る
時
代
だ
か
ら
こ
そ

こ
れ
か
ら
を
生
き
る
世
代
の
意
見
や
価
値
観
か
ら
何
が

今
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
真
意
を
つ
か
む
こ
と

が
、
再
開
発
に
も
重
要
な
の
で
は
と
感
じ
た
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
で
し
た
。
（
事
務
局
） 

 

荏
原
第
一
地
域
セ
ン
タ
ー
の
2
階
ロ
ビ
ー
に
「
デ
ジ 

タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ
」
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
デ
ジ
タ
ル

サ
イ
ネ
ー
ジ
は
大
型
の
タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
式
の
モ
ニ
タ
ー

で
、
品
川
区
か
ら
の
お
知
ら
せ
や
イ
ベ
ン
ト
情
報
、
地

域
の
情
報
を
は
じ
め
、
天
気
予
報
や
お
役
立
ち
情
報
、

周
辺
マ
ッ
プ
な
ど
、
様
々
な
情
報
を
お
届
け
し
ま
す
。

地
震
な
ど
の
災
害
時
に
は
、
テ
レ
ビ
と
し
て
の
活
用
も

可
能
で
あ
り
、
4
か
国
語
に
対
応
し
て
い
ま
す
。
地
域 

セ
ン
タ
ー
に
お
立
ち
寄
り
の
際
は
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ

い
！
（
事
務
局
） 
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三瓶会長の挨拶の様子 

小
山
台
保
育
園
で
初
釜 

連
合
町
会 

新
春
初
顔
合
わ
せ 

お茶を味わう子どもたち 

タ
ッ
チ
パ
ネ
ル
で
区
内
情
報
を 

 
 
 
 
 

  

デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ
設
置 

。 

、 

、 

、 、 


