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夜
通
し
悩
ま
さ
れ
た
腹
痛
の
た

め
、
帰
っ
て
す
ぐ
医
者
へ
行
け
、
と

一
人
だ
け
帰
宅
を
許
さ
れ
た
宿
直
明

け
の
早
朝
。
歩
く
の
が
や
っ
と
の
よ

ろ
よ
ろ
姿
を
、
敵
の
グ
ラ
マ
ン
に
見

つ
か
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

昨
夜
は
幸
い
に
空
襲
も
な
く
、
校

舎
を
守
る
た
め
の
宿
直
も
事
無
き
を

得
た
ば
か
り
。
今
朝
は
こ
ん
な
早
く

か
ら
グ
ラ
マ
ン
の
お
出
ま
し
で
、
な

ん
と
運
の
悪
い
こ
と
か
。
い
つ
も
の

空
騒
ぎ
で
、
動
く
も
の
を
見
つ
け
る

と
、
猫
だ
ろ
う
が
鼠
だ
ろ
う
が
見
境

な
く
狙
い
定
め
て
機
関
銃
を
撃
ち
捲ま

く

っ
て
来
る
手
の
つ
け
ら
れ
ぬ
相
手

だ
。 

 

警
報
が
発
令
さ
れ
誰
一
人
外
を

歩
い
て
る
者
は
い
な
い
。
と
に
か
く

す
ぐ
先
の
民
家
の
陰
に
隠
れ
る
し
か

な
い
の
だ
が
、
た
っ
た
二
十
㍍
ば
か

り
の
距
離
が
ど
れ
だ
け
遠
く
に
感
じ

た
こ
と
か
。
や
っ
と
家
の
陰
の
畠
に

倒
れ
こ
ん
だ
時
、
バ
リ
バ
リ
バ
リ
ッ

と
木
が
裂
け
る
よ
う
な
腹
の
底
ま
で

響
く
す
さ
ま
じ
い
音
。
な
に
糞
、
や

ら
れ
て
た
ま
る
か
。
痛
む
腹
と
咳
き

込
む
胸
の
喘
ぎ
の
中
で
睨
み
返
し
た

グ
ラ
マ
ン
戦
闘
機
の
う
し
ろ
姿
。 

 

昭
和
二
十
年
七
月
半
ば
、
そ
の

頃
、
青
森
市
内
に
は
敵
機
を
迎
え
撃

つ
飛
行
機
は
勿
論
、
機
関
銃
一
丁
さ

え
な
い
全
く
の
無
防
備
状
態
。
じ
っ

と
身
を
潜
め
て
彼
等
が
通
り
過
ぎ
る

の
を
待
つ
だ
け
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時

は
一
度
で
は
済
ま
な
か
っ
た
。
撃
ち

終
わ
っ
て
急
上
昇
し
空
へ
舞
い
上
が

っ
て
行
っ
た
と
思
っ
た
敵
が
、
そ
の

先
で
反
転
し
て
、
又
ね
ら
い
撃
ち
に

来
る
で
は
な
い
か
。
家
の
反
対
側
へ

移
ら
ね
ば
や
ら
れ
る
。
泥
ま
み
れ
の

身
体
で
や
っ
と
道
端
に
這
い
上
が
り

五
歩
、
十
歩
。
あ
と
一
歩
の
と
こ
ろ

で
撃
ち
込
ま
れ
た
。
足
許
の
道
路
が

ズ
タ
ズ
タ
に
な
っ
て
土
埃
り
を
捲
き

上
げ
る
中
、
ど
う
に
か
家
の
う
し
ろ

に
倒
れ
込
み
、
思
わ
ず
ふ
り
返
っ
て

目
が
合
っ
た
相
手
の
顔
。 

 

操
縦
席
に
い
た
の
は
、
ま
だ
少
年

と
思
え
る
程
の
、
私
と
さ
ほ
ど
年
齢

の
違
わ
な
い
童
顔
で
は
な
い
か
。
覚

え
て
ろ
。
そ
の
う
ち
き
っ
と
俺
が
、

お
前
を
撃
ち
落
と
し
て
や
る
か
ら

な
。 

  

中
学
生
に
な
れ
ば
即
大
人
扱
い
。

入
学
の
日
か
ら
軍
事
教
練
。
学
生
帽

は
戦
闘
帽
に
。
ズ
ボ
ン
の
裾
は
ゲ
ー

ト
ル
巻
き
。
道
で
教
師
や
上
級
生
に

会
え
ば
立
停
ま
っ
て
挙
手
の
敬
礼
。

毎
朝
の
朝
礼
は
先
ず
行
進
か
ら
始

ま
り
、
何
を
す
る
に
も
ラ
ッ
パ
が
合

図
。
春
夏
の
間
、
授
業
の
大
半
が
食

糧
増
産
。
郊
外
の
原
野
を
開
墾
し
て

畠
作
り
、
じ
ゃ
が
芋
カ
ボ
チ
ャ
を
植

え
、
往
復
五
里
の
道
を
鍬
と
堆
肥
を

背
負
っ
て
の
行
進
。
帰
路
、
夕
立
ち

に
遭
っ
て
も
雨
宿
り
ど
こ
ろ
か
、
町

並
み
へ
通
り
か
か
れ
ば
歩
調
と
れ
で

整
然
と
隊
列
を
組
ん
で
の
行
進
。
先

頭
に
は
必
ず
軍
隊
ラ
ッ
パ
を
交
代
で

吹
い
て
い
る
二
人
の
小
柄
な
学
生
が

い
た
。 

（
編
集
委
員
） 

   

遠
い
夏
の
日
の
記
憶 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

岩 

渕 

幸 

雄 
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ひ
ょ
ん
な
ご
縁
か
ら
、
岡
山
県

井い

原ば
ら

市
に
お
住
ま
い
の
方
か
ら

「
平
櫛

ひ
ら
ぐ
し

田
中

で
ん
ち
ゅ
う

」
の
カ
レ
ン
ダ
ー

と
、
暖
簾

の

れ

ん

を
送
っ
て
頂
き
ま
し
た
。 

 

カ
レ
ン
ダ
ー
は
、
目
を
隈
取
る

深
紅
も
鮮
や
か
な
「
鏡
獅
子
」
の

彫
像
を
表
紙
に
、
二
箇
月
ご
と
に

一
体
の
彫
刻
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
鏡
獅
子
は
、
尾
上
菊
五
郎
を

モ
デ
ル
と
し
て
、
二
十
年
の
間
、

何
体
も
試
作
を
繰
り
返
し
て
、
昭

和
三
十
三
年
、
二
㍍
あ
ま
り
の
大

作
を
完
成
さ
せ
た
そ
う
で
す
。 

 

暖
簾
は
、
何
処
で
で
も
目
に
す

る
よ
う
な
、
丈
四
十
㌢
ほ
ど
の
木

綿
の
紺
地
に 

 

い
ま 

 
 

や
ら
ね
ば 

 

い
つ 

 
 

で
き
る 

 
 
 
 

わ
し
が 

 
 

や
ら
ね
ば 

 
 
 
 

た
れ
が 
 
 
 
 
 
 

や
る 

百
歳
田
中
書 

と
、
自
身
の
言
葉
が
、
自
ら
の
筆

で
白
く
染
め
抜
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

一
読
し
て
年
齢
に
驚
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
の
百
歳
に
し
て
「
今

や
ら
ね
ば
、
何
時
で
き
る
」
と
い

う
「
や
る
こ
と
」
の
あ
る
こ
と
を

羨
ま
し
い
と
も
思
い
ま
し
た
。
尤

も
、
田
中
は
彫
刻
家
で
す
か
ら
、

一
般
人
と
は
多
少
の
差
異
は
あ
る

と
し
て
も
…
で
す
。 

 

田
中
の
言
葉
は
、
ま
だ
あ
る
の

で
す
。「
六
十
、
七
十
は
洟
垂
れ

小
僧
。
男
ざ
か
り
は
百
か
ら
百
か

ら
。
わ
し
も
こ
れ
か
ら
こ
れ
か

ら
」
と
い
う
の
で
す
。 

 

そ
し
て
、
そ
の
言
葉
を
裏
付
け

る
か
の
よ
う
に
、
正
に
百
二
歳
に

し
て
、
向
こ
う
十
年
分
の
木
材
を

買
い
集
め
た
と
い
う
の
で
す
。 

 

一
方
、
八
十
歳
の
私
は
、

「
死
」
に
備
え
、
身
辺
の
整
理
を

し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
田
中
に

比
べ
て
、
あ
ま
り
に
も
貧
弱
な
思

い
で
は
な
い
か
と
考
え
て
し
ま
い

ま
し
た
。 

 

（
臼
井 

加
瀬
清
子
） 

  

   
 

久
し
振
り
に
父
の
形
見
で
あ
る

結
城
紬
に
腕
を
通
し
て
店
の
座
売

場
に
立
つ
。
柄
行
は
細
い
縦
縞
で

所
謂

い
わ
ゆ
る

大
名
柄
、
角
帯
は
銀
鼠
の
綴

れ
。
家
内
は
日
頃
、
こ
の
着
物
は

大お
お

余
所

よ

そ

行ゆ

き
で
す
か
ら
店
に
出
る

時
の
普
段
着
は
、
ウ
ー
ル
紬
に
し

て
下
さ
い
。
と
、
異
論
を
述
べ
る

が
今
日
は
父
の
命
日
が
甚
だ
近
い

の
で
静
か
に
見
て
い
る
。
倅
が
寄

っ
て
き
て
毎
年
こ
の
季
節
だ
け
形

見
の
結
城
で
店
に
立
て
ば
俺
の
代

ま
で
着
ら
れ
る
と
嘯

う
そ
ぶ

く
。
妻
は

意
外
な
事
を
言
う
の
ね
。
と
、
会

心
事
の
よ
う
に
微
笑
を
洩
ら
す
。

パ
ー
ト
の
女
性
は
売
り
台
の
浴
衣

帯
に
叩は

た

き
を
掛
け
な
が
ら
聞
い
て

い
る
。
麗う

ら

ら
か
な
日
差
し
が
店
の

ウ
イ
ン
ド
ー
に
当
た
る
の
で
倅
が

日
除
け
を
下
げ
て
い
る
と
心
易
い

旧
家
の
新
渡
戸

に

と

べ

さ
ん
が
見
慣
れ
た

赤
い
車
で
到
着
。
お
婆
さ
ん
が
先

導
で
祝
い
事
が
あ
り
餅
を
搗つ

い
た

ん
で
、
ち
ょ
っ
く
ら
持
っ
て
き
た
。

と
、
和
や
か
に
挨
拶
を
交
わ
し
座

売
場
の
框か

ま
ち

に
腰
掛
け
、
私
ら
は

言
葉
が
乱
暴
な
の
で
驚
く
で
し
ょ

う
。
と
、
派
手
に
笑
い
な
が
ら
孫

娘
に
紺
地
の
浴
衣
が
欲
し
い
と

強
請

ね

だ

ら
れ
、
母
さ
ん
の
運
転
で
孫

も
一
緒
に
来
た
の
で
旦
那
、
柄
を

見
立
て
て
下
さ
い
。
孫
は
小
学
四

年
だ
の
に
私
に
似
て
体
格
が
良
い

か
ら
今
度
か
ら
本
裁
ち
に
縫
い
ま

し
ょ
う
。
と
、
淀
み
な
く
語
り
、

孫
娘
を
手
招
き
で
呼
び
直
ぐ
横
の

椅
子
に
座
ら
せ
た
。
私
の
薦
め
た

菖
蒲
の
柄
を
、
お
婆
さ
ん
共
々
、

孫
に
良
く
映
る
。
と
、
痛
く
喜
び

帯
は
少
し
奮
発
し
て
朱
色
の
筑
前

博
多
で
決
着
。
お
餅
の
返
礼
に
久

留
米
絣
の
モ
ン
ペ
を
差
し
上
げ
た
。 

 

形
見
の
結
城
紬
を
店
で
着
熟

き

こ

な

し

父
の
力
を
借
り
、
一
層
難
し
く
な

っ
た
呉
服
店
の
経
営
を
継
続
す
る

覚
悟
を
倅
に
伝
え
よ
う
と
思
う
が

何
故
か
戸
惑
い
、
急
に
口
が
重
く

な
り
、
語
ら
ず
仕
舞
い
に
な
っ
た
。 

 
 
 

（
中
志
津 

富
原
敏
光
） 

    

 

六
十
、
七
十
は 

 
 

洟は
な

垂た

れ
小
僧 

 

身
辺
雑
記
、 

 

形
見
の
着
物 
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文
献
に
よ
り
「
君
が
代
」
の
由

来
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
。 

 

日
本
の
国
歌
に
準
ず
る
も
の
と

さ
れ
て
き
た
歌
。
歌
は
『
古
今
和

歌
集
』
の
読
み
人
知
ら
ず
の
古
歌

に
始
ま
り
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
と

ら
れ
そ
の
後
筑
紫
流
筝
曲
や
隆
達

の
小
唄
、
琵
琶
歌
「
蓬
莱
山
」、
浄

瑠
璃
、
常
磐
津
、
さ
ら
に
は
門
付

唄
な
ど
に
も
歌
わ
れ
て
い
た
。 

 

明
治
二
年
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
護

衛
歩
兵
軍
楽
長
フ
ェ
ン
ト
ン
が
日

本
の
「
国
歌
」
に
つ
い
て
質
問
し

た
。
鹿
児
島
藩
砲
兵
隊
長
大
山
巌

は
薩
摩
琵
琶
歌
「
蓬
莱
山
」
か
ら

「
君
が
代
」
を
選
び
フ
ェ
ン
ト
ン

に
作
曲
を
依
頼
し
た
。 

 

明
治
三
年
九
月
東
京
深
川
越
中

島
の
薩
長
土
肥
四
藩
の
操
練
に
臨

席
し
た
天
皇
の
前
で
初
演
さ
れ
た

が
不
評
で
海
軍
軍
楽
長
は
「
楽
譜

改
訂
上
申
書
」を
海
軍
省
に
提
出
。 

 

明
治
十
一
年
宮
内
省
雅
楽
課
は

奥
好よ

し

義い
さ

の
曲
を
採
用
し
多
少
の
訂

正
を
加
え
林
広
守
選
曲
と
し
て
海 

軍
省
に
示
し
た
。
海
軍
省
は
こ
れ

を
海
軍
御
雇
教
師
ド
イ
ツ
人
エ
ッ

ケ
ル
ト
が
洋
楽
風
の
和
声
を
付
し

「
天
皇
を
讃
え
る
儀
礼
の
曲
」
と

し
て
演
奏
し
た
。 

 

明
治
十
五
年
一
月
政
府
は
文
部

省
に
対
し
国
歌
選
定
を
命
じ
た
が

文
部
省
は
慎
重
な
態
度
を
と
り
中

止
し
た
。 

 

昭
和
十
二
年
国
定
教
科
書
『
小

学
修
身
』
巻
四
で
は
「
君
が
代
」

に
「
国
歌
」
の
文
字
が
冠
せ
ら
れ

た
。 

 
昭
和
五
十
二
年
七
月
二
十
三
日

付
官
報
告
示
『
学
習
指
導
要
領
』

で
は
「
君
が
代
」
を
「
国
歌
」
と

明
記
し
た
。 
 

こ
れ
に
対
し
て
日
中
戦
争
か
ら

太
平
洋
戦
争
期
の
暗
い
体
験
を
も

つ
人
々
や
団
体
か
ら
反
対
の
声
も

出
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
。 

 

国
民
一
人
一
人
が
「
国
歌
」
の

誤
解
を
正
し
、
全
国
で
厳
粛
な
卒

業
式
が
整
然
と
行
わ
れ
る
こ
と
を

心
か
ら
願
う
。 

 
 
 

（
染
井
野 

郡
山
武
志
） 

  

 
 

 
  

・
様
々
の
こ
と
思
い
出
す
桜
か
な 

・
散
る
桜
の
こ
る
桜
も
散
る
桜 

の
季
節
も
す
ぎ
、
我
が
家
の
さ
庭

も
「
梅
の
木
の
心
し
づ
か
に
青
葉

か
な
」
の
は
ず
が
、
元
気
な
雑
草

た
ち
に
振
り
回
さ
れ
て
い
る
。 

 

今
年
も
、
印
旛
沼
近
く
の
緑
の

優
し
い
崖
に
、
山
吹
が
咲
き
は
じ

め
た
。 

 

数
年
前
の
初
夏
の
あ
る
日
、
こ

の
山
吹
が
結
実
し
て
い
る
の
を
知

っ
た
。 

 

「
七
重
八
重
花
は
咲
け
ど
も
山

吹
の
実
の
一
つ
だ
に
な
き
ぞ
悲
し

き
」
の
古
歌
は
、
あ
ま
り
に
も
有

名
。
早
速
、
植
物
図
鑑
を
開
く
。 

「
黄
色
の
五
弁
花
白
も
あ
る
。花
径

四
糎
内
外
、花
型
は
梅
花
に
酷
似
、

花
期
五
〜
六
月
、
一
重
咲
き
は
よ

く
結
実
、
八
重
結
実
な
し
」 

 
「
七
重
八
重
―
」
の
う
た
と
共

に
太
田

お

お

た

持
資

も
ち
す
け

（
剃
髪
後
道
灌
）
の

山
吹
伝
説
も
有
名
。 

 

上
杉
定
正
の
重
臣
の
道
灌
は
、 

鷹
狩
り
の
途
中
雨
に
あ
い
、
近
く

の
農
家
で
蓑
を
所
望
。
若
い
女
性

が
山
吹
の
花
の
一
枝
を
さ
し
出
す

古
歌
を
伝
え
た
も
の
で
、
兼か

ね

明あ
き
ら

親

王
が
、
小お

倉ぐ
ら

に
い
た
折
、
蓑
を
借

り
に
来
た
人
へ
山
吹
の
一
枝
を
渡

し
た
所
作
が
「
七
重
八
重
花
は
咲

け
ど
も
山
吹
の
実
の
一
つ
だ
に
な

き
ぞ
悲
し
き
」。こ
の
古
歌
を
山
里

の
娘
が
知
っ
て
い
た
こ
と
に
道
灌

は
強
く
胸
を
打
た
れ
た
。 

「
蓑
」
と
「
実
」
の
掛
け
合
わ
せ
が

即
妙
。 

 

佐
倉
の
臼
井
城
跡
に
、
太
田
図

書
（
道
灌
の
弟
）
の
墓
が
あ
る
。 

 

臼
井
城
は
、
一
四
七
九
年
、
道

灌
と
千
葉
孝
胤
と
の
戦
い
。
一
五

六
一
年
里
見
氏
の
重
臣
と
の
戦
い
。 

一
五
六
六
年
上
杉
謙
信
、
臼
井
城

攻
戦
等
の
記
録
が
あ
る
。
実
戦
の

少
く
な
い
中
世
の
城
の
中
で
の
実

戦
は
、
臼
井
城
の
重
要
性
を
知
る

こ
と
が
出
来
る
。
一
六
〇
四
年
、

後
の
城
主
、
酒
井
家
次
の
転
封
と

共
に
廃
城
。
現
在
は
一
部
が
公
園

と
な
っ
て
い
る
。 

 
 
 
 

（
井
野 

清
澤
瞳
子
） 

「
君
が
代
」
の
由
来 

 

山 
 

吹 



－４－ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

あと
がき

さ
く
ら
道 

 

狭
い
庭
に
木
が
た
て
こ
ん
で
い

る
。
二
階
か
ら
見
下
ろ
す
と
地
面

が
少
な
く
な
っ
て
き
た
。
庭
師
を

頼
む
ほ
ど
立
派
な
木
は
な
い
か
ら

自
分
達
で
剪
定
し
て
い
る
。 

 

そ
れ
ぞ
れ
の
木
に
は
植
え
た
時

の
い
わ
く
で
、
所
有
権
ご
と
き
も

の
が
あ
る
。
夫
の
木
も
伸
び
た
の

で
さ
っ
ぱ
り
さ
せ
た
い
が
、
勝
手

に
は
や
れ
な
い
。
そ
こ
で
夫
の
留

守
を
ね
ら
っ
て
ば
っ
さ
り
と
剪
っ

て
し
ま
う
。
剪
っ
て
し
ま
え
ば
こ

っ
ち
の
も
の
、
あ
と
で
罵
声
が
と

ぶ
が
覚
悟
の
上
。
狭
い
の
は
承
知

な
の
に
あ
ま
り
剪
っ
て
は
可
哀
相

と
か
言
う
。
た
だ
困
る
の
は
、
家

に
へ
ば
り
つ
い
て
い
る
人
な
の
で

留
守
が
少
な
い
こ
と
。 

 

木
は
減
ら
さ
な
け
れ
ば
と
思
っ

て
い
る
。
自
分
達
で
剪
っ
て
い
ら

れ
る
間
は
い
い
が
、
息
子
の
代
に

負
担
を
か
け
た
く
な
い
。
今
春
泣

く
泣
く
ハ
ク
モ
ク
レ
ン
を
半
分
伐

っ
た
。
あ
り
き
た
り
の
木
か
ら
な

く
し
て
い
く
。
老
い
支
度
で
す
。 

 

加
瀬
さ
ん
、
貴
女
は
ま
だ
青
春

真
盛
り
で
す
ね
。
頑
張
っ
て
ど
ん

ど
ん
ご
投
稿
く
だ
さ
い
。 

 

富
原
さ
ん
、
ち・
ょ・
っ・
く・
ら・
に
久

し
振
り
に
出
合
い
ま
し
た
。
田
舎

の
お
年
寄
が
よ
く
使
っ
て
い
ま
し

た
。
私
に
は
懐
か
し
い
響
き
で
す
。

 

「
君
が
代
」
の
由
来
、
郡
山
さ

ん
随
分
詳
し
く
お
調
べ
に
な
り
ま

し
た
ね
。
来
年
は
北
京
五
輪
。
メ

ダ
ル
獲
得
の
日
本
選
手
を
称
え
る

「
日
の
丸
」
と
「
君
が
代
」
に
、

多
く
の
人
た
ち
が
感
動
す
る
こ
と

で
し
ょ
う
。 

 

清
澤
さ
ん
、「
山
吹
」
の
解
説
か

ら
、
太
田
道
灌
、
図
書
、
臼
井
城

の
合
戦
と
巾
広
い
内
容
を
、
限
ら

れ
た
紙
面
に
ま
と
め
ら
れ
た
構
成
、

文
章
の
運
び
に
敬
意
を
表
し
ま
す
。 

 

「
黒
板
」
の
欄
に
記
載
致
し
ま

し
た
よ
う
に
、『
な
か
ま
』
に
ま
た

一
つ
勲
章
が
加
わ
り
ま
し
た
。
こ

れ
も
皆
様
方
の
力
強
い
ご
支
援
の

賜
物
と
感
謝
致
し
て
お
り
ま
す
。 

（
安
田
） 

９月の黒板 

★★★ なかま編集会議が表彰されました ★★★ 

『なかま』の編集は高齢者短期大学のＯＢ・佐倉市民カレッジ生とその
ＯＢからなる編集委員のみなさんがボランティアで行っています。 
来月号で創刊３１周年を迎える『なかま』。編集会議のメンバーが代わっ

てもその精神を引き継ぎ、１号も絶やすことなく発行され続けています。 
「なかま編集会議」は高齢者の仲間づくりに貢献し、社会教育振興に多
大な功績を残していることを評され、８月４日佐倉市民音楽ホールで開催
された「平成１９年度印旛郡市生涯学習振興大会」の席上で表彰されまし
た。表彰名は「印旛郡市社会教育委員連絡協議会表彰」です。ただいま表
彰状を中央公民館ロビーに展示しているので、是非ご覧下さい。 
 
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 

 


