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江
戸
時
代
、
下
総
地
方
に
は
、
幕

府
直
轄
の
広
大
な
牧
が
二
つ
あ
っ

た
。
小
金
牧
と
佐
倉
牧
で
あ
る
。
放

し
飼
い
に
す
る
野
生
の
馬
を
野の

馬ま

と

い
う
が
、
こ
の
野
馬
の
牧
で
、
佐
倉

牧
の
面
積
は
約
一
万
町
歩
と
す
る

資
料
が
あ
り
、
現
在
の
佐
倉
市
の
面

積
に
ほ
ぼ
等
し
い
。 

 
と
こ
ろ
で
、
千
葉
県
北
部
の
、
西

は
小
金
、
松
戸
の
周
辺
か
ら
東
は
香

取
、
山
武
へ
か
け
て
利
根
川
以
南
の

下
総
台
地
一
帯
の
放
牧
地
は
、
千
葉

氏
支
配
の
時
代
以
来
、
漠
然
と
千
葉

野
と
呼
ば
れ
て
い
た
。 

 

堀
田
正
盛
が
松
本
か
ら
佐
倉
へ

所
替
え
と
な
り
、
佐
倉
城
主
に
な
っ

た
寛
永
十
九
年
か
ら
正
保

し
ょ
う
ほ
う

期
に
か

け
て
西
半
分
を
小
金
野
、
東
半
分
を

佐
倉
野
と
し
、
小
金
野
に
は
牧
が
五

つ
、
佐
倉
野
に
は
七
つ
あ
っ
た
と
こ

ろ
か
ら
小
金
五
牧
、
佐
倉
七
牧
と
呼

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

こ
こ
で
、
佐
倉
野
の
佐
倉
は
、
中

世
の
佐
倉
か
ら
命
名
し
た
も
の
で
近

世
の
佐
倉
城
下
の
佐
倉
で
は
な
い
。

佐
倉
七
牧
と
い
っ
て
も
、
現
在
の
佐

倉
市
域
に
は
、
こ
の
牧
の
い
ず
れ
も

含
ま
れ
て
い
な
い
。 

 

将
軍
吉
宗
の
時
代
に
な
る
と
、
七

牧
の
う
ち
柳
沢
、
高こ

う

野や

、
内
野
の
三

牧
は
佐
倉
城
主
に
預
け
ら
れ
、
残
り

の
小
間
子

お

ま

ご

、
取
香

と
っ
こ
う

、
矢や

作は
ぎ

、
油
田

あ
ぶ
ら
だ

の

四
牧
は
小
金
在
住
の
野
馬
奉
行
の

管
理
下
に
お
か
れ
た
が
、
牧
場
の
実

際
の
管
理
者
は
、
牧
士

も

く

し

と
い
わ
れ
る

人
々
で
あ
っ
た
。 

 

牧
士
は
、
地
方
の
有
力
農
民
の
な

か
か
ら
選
抜
さ
れ
、
牧
の
仕
事
に
携

わ
っ
て
い
る
と
き
は
武
士
の
身
分
と

な
り
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
乗
馬
も
認

め
ら
れ
て
い
た
。
牧
の
周
辺
に
は
野

馬
土
手
が
築
か
れ
て
い
て
、
毎
年
、

野
馬
捕
り
が
行
わ
れ
た
。
周
辺
の

村
々
は
牧
の
野
付
け
村
と
し
て
協
力

さ
せ
ら
れ
た
が
、『
成
田
参
詣
記
』

に
こ
の
様
子
を
描
い
た
絵
が
あ
る
。

野
馬
は
幕
末
、
小
金
牧
に
約
千
三
百

頭
、
佐
倉
牧
に
約
三
千
八
百
頭
い
た

と
い
う
。 

小
金
牧
と
佐
倉
牧
を
併
せ
て
下

総
牧
と
も
い
っ
て
い
た
が
、
徳
川
幕

府
崩
壊
で
廃
止
さ
れ
、
新
政
府
の
殖

産
事
業
と
し
て
開
墾
会
社
が
設
立

さ
れ
入
植
者
に
よ
っ
て
開
墾
が
始
め

ら
れ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
佐
倉

七
牧
は
、
小
間
子
・
柳
沢
牧
が
八
街

村
、
高
野
牧
が
十
倉

と

く

ら

村
、
内
野
牧
が

七な
な

栄え

村
、
矢
作
牧
が
十
余
三

と

よ

み

村
、
油

田
牧
が
九
美

く

み

上あ
げ

村
に
な
っ
た
。 

 

取
香
牧
だ
け
が
開
墾
か
ら
外
さ

れ
、
こ
こ
に
七
牧
の
野
馬
が
集
め
ら

れ
後
に
下
総
御
料
牧
場
に
な
る
が
、

牧
場
総
面
積
の
六
割
を
帝
室
林
野

局
に
移
管
後
、
三
里
塚
を
中
心
に
集

約
さ
れ
、
三
里
塚
の
御
料
牧
場
と
し

て
親
し
ま
れ
て
き
た
。 

 

御
料
牧
場
に
は
三
万
本
の
桜
が

植
え
ら
れ
、花
の
名
所
に
な
っ
た
が
、

成
田
空
港
建
設
に
と
も
な
い
惜
し
く

も
約
百
年
に
お
よ
ぶ
歴
史
に
幕
を
閉

じ
、
昭
和
四
十
四
年
、
栃
木
県
高
根

沢
町
に
移
転
し
た
。 

い
ま
は
、
牧
場
の
跡
地
の
一
部
は

公
園
に
し
て
保
存
さ
れ
、
牧
場
事
務

所
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
は
記
念
館
に
な

っ
て
い
る
。 

（
編
集
委
員
） 

 

佐 

倉 

七な
な 

牧ま
き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金 

井 

義 

彰 
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ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
の
児
戯 

  
彼
女
は
時
に
デ
ッ
サ
ン
の
筆
を

と
っ
た
。
そ
の
そ
ば
に
じ
っ
と
立

っ
て
い
る
の
は
、
シ
ャ
ル
ル
に
と

っ
て
え
ら
く
楽
し
み
な
こ
と
だ
っ

た
。
エ
ン
マ
が
画
用
紙
の
上
に
か

が
み
こ
み
、
自
分
の
作
品
を
見
る

た
め
に
ま
ば
た
き
を
し
た
り
、
拇 

指
で
パ
ン
の
中
身
を
丸
め
て
か
た

ま
り
を
こ
し
ら
え
た
り
し
て
い
る

の
を
眺
め
る
の
は
。（
杉 

捷
夫

訳
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

彼
女
は
と
き
ど
き
デ
ッ
サ
ン
を

描
い
た
。
シ
ャ
ル
ル
は
じ
っ
と
そ

の
そ
ば
に
立
っ
て
、
絵
を
よ
く
見

よ
う
と
目
を
し
ば
た
た
い
た
り
、

パ
ン
の
中
身
を
拇
指
で
丸
め
た
り

し
な
が
ら
、
エ
ン
マ
が
紙
ば
さ
み

の
う
え
に
か
が
ん
で
描
い
て
い
る

の
を
見
物
し
た
。
そ
れ
が
シ
ャ
ル

ル
に
は
非
常
な
楽
し
み
で
あ
っ
た
。

（
伊
吹
武
彦
訳
） 

 
 
 
 
 
 
 

同
じ
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
だ 

が
、
二
つ
の
邦
訳
は
微
妙
に
異
っ

て
い
る
。 

「
ま
ば
た
き
」
を
し
た
り
「
拇

指
で
パ
ン
の
中
身
を
丸
め
た
り
」

す
る
の
は
ど
ち
ら
な
の
か
。 

 

そ
れ
よ
り
、
何
故
こ
こ
で
「
パ

ン
の
中
身
を
丸
め
る
」
な
ど
と
い

う
児
戯
に
も
等
し
い
行
為
が
出
て

く
る
の
か
、
是
非
「
注
」
が
欲
し

い
所
だ
。 

 

つ
ま
り
パ
ン
の
中
身
を
丸
め
る

の
は
、
木
炭
や
チ
ョ
ー
ク
を
消
す

た
め
の
消
し
ゴ
ム
代
わ
り
だ
っ
た

と
い
う
事
実
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

消
し
ゴ
ム
は
一
七
七
〇
年
Ｊ
・
プ

リ
ー
ス
ト
リ
ー
に
よ
っ
て
発
明
さ

れ
た
ば
か
り
で
、
当
時
は
ま
だ
か

な
り
高
価
だ
っ
た
。
だ
か
ら
デ
ッ

サ
ン
に
は
パ
ン
が
必
需
品
だ
っ
た

の
だ
。
と
な
れ
ば
、
パ
ン
を
丸
め

る
の
は
エ
ン
マ
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。（
他
に
四
種
の
邦
訳
を
調

べ
た
が
、
い
ず
れ
も
パ
ン
＝
消
し

ゴ
ム
に
言
及
し
た
も
の
は
無
か
っ

た
。） 

 
 

（
新
臼
井
田 

村
田
長
保
） 

 
 
 
 
 

 
   

 

そ
ば
談
議 

  

讃
岐
出
身
な
の
で
う
ど
ん
大
好

き
人
間
だ
が
、
今
日
は
そ
ば
の
話

を
す
る
。
峠
を
越
え
る
と
阿
波
の

国
、
と
い
う
阿あ

讃さ
ん

山
脈
の
山
村
で

育
っ
た
。
田
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

村
人
は
山
の
斜
面
の
畑
で
そ
ば
を

栽
培
し
て
い
た
。 

 

町
か
ら
伯
父
が
祖
父
と
の
囲
碁

を
楽
し
み
に
、
町
に
住
ん
で
い
る

祖
母
の
姉
妹
が
連
れ
立
っ
て
湯
治

に
、
寺
な
の
で
行
事
で
説
教
を
お

願
い
し
た
坊
さ
ん
が
、
な
ど
な
ど
、

泊
ま
り
が
け
で
来
る
客
人
の
多
い

家
で
あ
っ
た
が
、
山
の
も
て
な
し

は
そ
ば
で
あ
る
。 

 

そ
ば
の
ゆ
で
玉
を
お
椀
に
入
れ

て
、
大
根
や
人
参
、
揚
げ
等
を
刻

ん
で
煮
た
汁
を
か
け
る
。
た
だ
そ

れ
だ
け
だ
が
、
こ
れ
が
う
ま
い
。

町
の
人
に
は
ご
馳
走
で
あ
る
。 

 
給
仕
を
す
る
の
が
子
ど
も
の
役

目
で
あ
っ
た
。
お
盆
を
持
っ
て
正

座
し
て
控
え
る
。
三
杯
目
に
な
る

と
客
が
た
め
ら
う
。
そ
こ
を
す
か

さ
ず
「
ど
う
ぞ
」
と
勧
め
る
の
が 

給
仕
役
の
心
得
で
あ
っ
た
。 

 

長
じ
て
、
上
京
し
た
私
が
た
ま

に
帰
郷
す
る
と
祖
母
が
「
孝
吉
が

帰
っ
て
き
た
」
と
そ
ば
を
打
っ
て

ご
馳
走
し
て
く
れ
た
。 

こ
れ
は
嬉
し
か
っ
た
。 

 

新
聞
紙
を
敷
い
て
石
臼
を
置
く
。

そ
ば
を
挽
く
の
は
手
伝
う
が
、
あ

と
は
祖
母
の
領
域
で
あ
る
。
と
っ

て
も
、
お
い
し
か
っ
た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
う
ど
ん
は
長
く
、

そ
ば
は
短
い
、
と
い
う
の
が
祖
母

や
母
が
教
え
て
く
れ
た
私
の
常
識

で
あ
っ
た
。
し
か
し
上
京
し
て
初

め
て
こ
ち
ら
の
そ
ば
を
食
べ
た
時

は
驚
い
た
。
そ
ば
が
う
ど
ん
と
同

じ
よ
う
に
長
い
か
ら
で
あ
る
。 

 

違
和
感
は
あ
っ
た
が
、
異
議
は

唱
え
な
い
こ
と
に
し
た
。
藪
、
更

科
、
砂
場
に
代
表
さ
れ
る
江
戸
は
、

そ
ば
の
本
場
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 

す
ぐ
に
こ
ち
ら
の
そ
ば
に
も
慣

れ
て
、
現
役
時
代
昼
食
は
職
場
近

く
の
そ
ば
屋
さ
ん
に
日
参
し
た
。 

 

し
か
し
、
す
る
す
る
、
で
は
な

く
、
し
ゃ
ぶ
し
ゃ
ぶ
と
食
べ
る
あ

の
、
田
舎
そ
ば
が
、
懐
か
し
い
。 

（
上
志
津
原 

宮
武
孝
吉
） 
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母
の
教
え 

 
 

 
母
が
亡
く
な
っ
て
五
十
四
年
、

月
日
の
経
つ
の
は
早
い
も
の
で
あ

る
。 し

か
し
子
供
の
頃
、
母
に
教
え

ら
れ
た
こ
と
は
今
で
も
鮮
明
に
覚

え
て
お
り
業
務
や
生
活
に
役
立
っ

て
き
た
。
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ

る
。 母

は
子
供
に
「
最
低
限
の
生
き

る
術す

べ

を
付
与

ふ

よ

す
る
」
と
考
え
て
い

た
よ
う
で
、
学
齢
に
よ
っ
て
仕
事

を
課
せ
ら
れ
た
。
小
学
四
年
に
な

る
と
針
仕
事
、
例
え
ば
簡
単
な
ボ

タ
ン
付
け
、
下
着
の
繕
い
。
小
学

五
年
に
な
る
と
男
女
共
に
ご
飯
の

支
度
の
手
伝
い
で
あ
る
。
鍔つ

ば

の
付

い
た
鉄
釜
、
鉄
鍋
、
竃か

ま
ど

で
薪
を

燃
や
し
て
ご
飯
と
み
そ
汁
を
作
る
。

時
に
は
南
瓜

か
ぼ
ち
ゃ

、
里
芋
等
も
煮
た
。

母
か
ら
「
ご
飯
を
炊
き
馬
鈴
薯
を

具
に
し
た
み
そ
汁
」
を
作
る
よ
う

言
わ
れ
た
。
母
は
「
ご
飯
が
焦
げ

よ
う
が
生
煮

な

ま

に

え
だ
ろ
う
が
食
べ
る

か
ら
一
人
で
や
り
な
さ
い
」
と
言

っ
て
米
を
渡
し
た
。
米
を
研
ぐ
ま

で
は
で
き
た
が
水
加
減
が
分
か
ら

な
い
。
母
に
聞
い
て
も
誰
か
に
聞

け
と
い
う
だ
け
。
姉
に
聞
く
と

「
踝

く
る
ぶ
し

ま
で
入
れ
、
初
め
ト
ロ
ト

ロ
中
パ
ッ
パ
だ
よ
」
と
教
え
て
く

れ
た
。
ご
飯
は
少
し
焦
げ
た
が
何

と
か
食
べ
ら
れ
た
。
問
題
は
み
そ

汁
で
あ
る
。
馬
鈴
薯
の
皮
は
ど
う

に
か
剥む

い
た
が
、
ど
の
位
に
切
れ

ば
良
い
か
分
か
ら
な
い
。
母
に
聞

く
と
「
毎
日
食
べ
て
い
て
も
分
か

ら
な
い
か
」
と
叱
ら
れ
た
。
こ
れ

も
姉
に
聞
き
解
決
。
う
ど
ん
打
ち

は
切
る
の
に
苦
労
し
た
が
茹ゆ

で
て

食
べ
ら
れ
た
。
針
仕
事
、
洗
濯
も

同
様
で
あ
っ
た
。 

大
学
で
は
寮
に
入
っ
た
が
物
が

な
い
時
代
、
お
腹
が
空
け
ば
夜
、

ご
飯
を
炊
い
て
皆
で
食
べ
た
が
、

炊
け
た
。
靴
下
の
穴
縢か

が

り
、
洗
濯

も
で
き
た
。 

子
供
達
に
は
大
学
入
学
と
同
時

に
ア
パ
ー
ト
で
自
炊
を
さ
せ
た
。

あ
る
時
息
子
に
古
米
は
サ
ラ
ダ
油

を
垂
ら
し
て
炊
く
と
美
味
し
く
な

る
と
教
え
ら
れ
た
。 

（
井
野 

山
崎
衠
良
） 

 

   
 

名
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー 

  

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
河
西

三
省
さ
ん
の
「
前
畑
が
ん
ば
れ
」

の
ア
ナ
ウ
ン
ス
は
、
あ
ま
り
に
も

有
名
な
語
り
種
で
あ
る
。 

 

一
九
三
六
年
（
昭
和
十
一
年
）

八
月
十
一
日
の
ベ
ル
リ
ン
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
で
の
、
水
泳
女
子
二
百
㍍

平
泳
ぎ
で
、
前
畑
秀
子
選
手
が
日

本
人
女
性
と
し
て
、
初
め
て
の
金

メ
ダ
ル
に
輝
い
た
日
で
、
今
年
で

七
十
一
年
目
に
な
る
。 

 

暇
な
人
も
い
る
も
の
で
こ
の
こ

と
を
数
え
た
人
が
い
て
、
河
西
ア

ナ
の
「
が
ん
ば
れ
」
は
三
十
六
回
、

「
前
畑
勝
っ
た
、
勝
っ
た
」
は
十

五
回
に
及
ん
だ
と
い
う
。 

 

子
供
ご
こ
ろ
に
ラ
ジ
オ
よ
り
流

れ
た
「
前
畑
勝
っ
た
、
勝
っ
た
」

あ
の
興
奮
は
今
で
も
心
に
残
る
想

い
出
の
一
頁
で
も
あ
る
。 

 

放
送
さ
れ
た
当
座
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ

の
先
輩
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
に
は
、
厳

し
い
採
点
を
下
す
人
も
い
た
そ
う

で
、「
勝
っ
た
、
勝
っ
た
、
そ
れ

ば
か
り
で
タ
イ
ム
を
伝
え
る
の
さ

え
忘
れ
て
い
た
」
と
批
判
。
河
西

さ
ん
は
実
況
中
、
興
奮
の
あ
ま
り

机
の
上
に
立
ち
上
が
り
、
頼
み
の 

 

ス
ト
ッ
プ
・
ウ
ォ
ッ
チ
を
踏
み
つ

ぶ
し
て
い
た
と
の
こ
と
。 

 

数
々
の
こ
ぼ
れ
話
に
彩
ら
れ
た

ベ
ル
リ
ン
五
輪
の
熱
狂
は
、
日
没

前
の
美
し
い
夕
映
え
で
も
あ
っ
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
や
が
て
日
中
戦

争
が
は
じ
ま
り
、
四
年
後
に
予
定

さ
れ
て
い
た
東
京
大
会
は
返
上
、

血
な
ま
ぐ
さ
い
闇
が
時
代
を
覆
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る 

 

北
京
五
輪
の
あ
と
東
京
大
会
を

実
現
さ
せ
た
い
人
、
ま
た
、
そ
れ

を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
人
、
人
そ

れ
ぞ
れ
で
あ
る
。 

 

人
々
が
手
に
汗
を
握
っ
た
「
前

畑
が
ん
ば
れ
」
の
記
憶
は
い
ま
、

二
つ
の
原
爆
忌
と
終
戦
記
念
日
に

挟
ま
れ
て
、
た
だ
暦
の
な
か
に
微か

す

か
に
置
か
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。 

 

ス
ポ
ー
ツ
に
心
を
躍
ら
せ
る
こ

と
が
で
き
る
、
平
和
の
あ
り
が
た

さ
を
語
り
伝
え
る
か
の
よ
う
に
。 

 
 
 
 

（
千
成 

宮
本
定
雄
） 
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あと
がき

さ
く
ら
道 

 

『
歩
き
た
く
な
る
佐
倉
の
小
路
』

 

健
康
の
た
め
ハ
イ
キ
ン
グ
に
参

加
し
た
い
け
れ
ど
、
長
い
距
離
を

大
勢
の
人
達
の
あ
と
に
付
い
て
行

く
だ
け
で
大
変
。
帰
っ
て
か
ら
二
、

三
日
は
足
が
あ
が
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。
そ
う
い
う
人
達
に
お
誂

え
向
き
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス

が
あ
り
ま
す
。
高
齢
者
に
も
無
理

せ
ず
に
歩
け
、
自
動
車
も
あ
ま
り

通
ら
な
い
安
全
な
小
路
で
す
。
し

か
も
、
美
し
い
佐
倉
の
里
山
や
湧

水
の
流
れ
に
可
愛
い
メ
ダ
カ
や
沢

ガ
ニ
な
ど
を
見
つ
け
た
り
、
道
端

に
咲
く
四
季
折
々
の
草
花
な
ど
を

観
賞
し
て
日
頃
の
ス
ト
レ
ス
の
解

消
な
ど
に
も
役
立
つ
五
㌔
か
ら
十

㌔
ほ
ど
の
小
路
で
す
。 

市
役
所
は
じ
め
市
の
出
先
機
関
、

公
民
館
、
図
書
館
、
各
保
健
セ
ン

タ
ー
、
コ
ミ
セ
ン
、
ミ
レ
セ
ン
な

ど
に
案
内
冊
子
が
常
備
さ
れ
て
い

ま
す
の
で
是
非
一
度
足
を
運
ん
で

み
て
下
さ
い
。 

 

六
月
が
空
梅
雨
だ
っ
た
の
で
、

こ
れ
か
ら
本
番
の
真
夏
の
水
不
足

が
心
配
で
す
。
今
月
も
多
く
の
投

稿
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

村
田
様
の
パ
ン
の
中
身
を
丸
め

る
こ
と
に
関
す
る
二
つ
の
邦
訳
の

違
い
に
注
目
さ
れ
た
考
察
、
興
味

深
く
拝
読
い
た
し
ま
し
た
。 

 

本
当
は
う
ど
ん
好
き
な
宮
武
様

の
そ
ば
談
議
、
東
京
の
そ
ば
に
対

し
て
の
思
い
出
に
共
感
を
覚
え
る

読
者
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

山
崎
様
、
子
供
の
頃
お
母
さ
ん

に
教
え
ら
れ
た
こ
と
、
今
で
も
役

立
っ
て
お
ら
れ
る
と
の
こ
と
、
す

ば
ら
し
い
で
す
ね
。 

 

宮
本
様
、「
前
畑
が
ん
ば
れ
」
の

放
送
の
裏
に
、
批
判
的
な
意
見
も

あ
っ
た
と
か
、
い
つ
の
世
で
も
い

ろ
い
ろ
あ
る
の
で
す
ね
。 

 

『
な
か
ま
』
は
読
者
の
皆
様
方

の
投
稿
で
成
立
っ
て
い
ま
す
。
今

後
共
、
皆
様
方
の
ご
理
解
と
引
続

い
て
の
ご
投
稿
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。 

（
石
崎
） 

８月の黒板 

★★★ 『なかま』原稿募集のお知らせ ★★★ 

『なかま』の 2･3面は、市内の皆様の投稿によって作られています。原稿は随時募集
しています。 
[原稿規定] 字 数  650 字（13 字×50 行）以内。ワープロによる原稿（縦書き） 

でも結構です。 

内 容  随筆･･･日常の出来事、生活の中で発見したこと、気付いたこと、 
経験や感想などご自由にお書きください。 

 
◎ 『なかま』に対するご意見・ご感想などもお待ちしています。 
◎ いただいた原稿は、掲載するにあたり常用漢字への変更や、句読点等修正させて 
  いただくことがあります。 
 
問い合わせ   佐倉市立中央公民館 （第 2・第 4月曜日は休館日です） 

電話 ４８５－１８０１ 
ＵＲＬ http://www.city.sakura.ｌｇ.jp/kominkan/cyuuou/index.htm 


