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『
な
か
ま
』
を
ご
愛
読
の
み
な
さ

ま
、
新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
健
や
か
に
新
春
を
お

迎
え
に
な
ら
れ
た
こ
と
と
心
よ
り

お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

私
の
趣
味
は
小
さ
い
頃
に
始
め

た
書
道
で
す
。
今
年
の
干
支
は
、

「
子
」（
ね
）、「
ね
ず
み
」
と
い
う

こ
と
で
、
新
た
な
気
持
ち
で
「
子
」

               

の
字
を
書
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 

十
二
支
は
「
ね
ず
み
」
に
始
ま
り

ま
す
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
民
話

に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

 

昔
々
の
大
昔
の
あ
る
年
の
暮
れ

の
こ
と
、
神
様
が
動
物
た
ち
に
「
元

日
の
朝
、
新
年
の
挨
拶
に
来
な
さ

い
。
一
番
早
く
来
た
も
の
か
ら
十
二

番
目
の
も
の
ま
で
は
、
順
に
そ
れ
ぞ

れ
一
年
間
動
物
の
大
将
に
し
て
や

ろ
う
」
と
お
触
れ
を
出
し
ま
し
た
。

牛
は
「
足
が
遅
い
か
ら
」
と
暗
い
う

ち
に
出
発
し
ま
し
た
。
牛
小
屋
の
天

井
で
こ
れ
を
見
て
い
た
ね
ず
み
は
、

ぽ
ん
と
背
中
に
飛
び
乗
り
ま
し
た
。

牛
は
、
そ
ん
な
こ
と
と
は
知
ら
ず
自

分
が
一
番
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た

が
、
開
門
と
同
時
に
自
分
の
背
中
か

ら
ね
ず
み
が
飛
び
降
り
、
ち
ょ
ろ
ち

ょ
ろ
っ
と
走
っ
て
一
番
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。 ◇ 

 

「
子
年
」
の
「
ね
ず
み
」
に
は
、

す
ぐ
に
子
ね
ず
み
が
増
え
成
長
す

る
こ
と
か
ら
「
子
孫
繁
栄
」
の
意
味

が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た

「
行
動
力
と
財
」
が
特
徴
と
さ
れ
て

い
ま
す
。 

 

今
年
は
、
干
支
の
「
ね
ず
み
」
に

あ
や
か
っ
て
、
佐
倉
市
と
市
民
の
み

な
さ
ま
が
、
ま
す
ま
す
繁
栄
で
き
る

よ
う
、
市
民
の
み
な
さ
ま
と
手
を
と

り
合
っ
て
進
ん
で
ま
い
り
た
い
と

思
い
ま
す
。 

 

最
後
に
、
み
な
さ
ま
の
ご
健
勝
と

ご
多
幸
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上

げ
、
新
年
の
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

新 

春 

に 

寄 

せ 

て 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
倉
市
長 

蕨 

和 

雄 
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「
天
障
院
篤
姫
」
と
「
佐
倉
」 

  
皆
さ
ん
は
日
曜
夜
八
時
よ
り
放

映
さ
れ
る
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
を

見
て
い
ま
す
か
。
今
年
は
是
非
見

て
下
さ
い
。
と
い
っ
て
も
私
は
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
関
係
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

今
年
は
宮
尾
登
美
子
原
作

「
天
障
院

て
ん
し
ょ
う
い
ん

篤あ
つ

姫ひ
め

」
で
す
。
幕
末
、

政
略
結
婚
に
よ
り
、
薩
摩
島
津
家

よ
り
第
十
三
代
将
軍
徳
川
家
定
に

嫁
い
だ
女
性
の
物
語
で
す
。
篤
姫

様
は
島
津
家
の
分
家
の
一
つ
で
あ

る
今い

ま

和
泉

い
ず
み

家
出
身
で
、
二
十
一
歳

の
と
き
将
軍
の
御
台
所
と
な
り
ま

し
た
。 

 

私
の
卒
業
し
た
小
学
校
は
今
和

泉
家
の
別
邸
だ
っ
た
所
で
、
当
時

は
小
説
に
も
書
か
れ
て
い
る
校
庭

の
大
き
な
黒
松
や
ク
ロ
ガ
ネ
モ
チ
、

鹿
児
島
湾
（
地
元
で
は
錦
江

き
ん
こ
う

湾わ
ん

）

に
面
し
た
松
林
や
石
垣
な
ど
も
残

っ
て
い
ま
し
た
。
四
十
年
ほ
ど
前
、

新
校
舎
に
建
て
替
え
ら
れ
る
と
き
、

玄
関
前
に
大
き
く
枝
を
広
げ
た
黒

松
は
切
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 
 

樹
齢
は
三
百
年
ぐ
ら
い
だ
っ
た

そ
う
で
、
篤
姫
様
も
き
っ
と
御
覧

に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
輿
入
れ

に
は
い
ろ
い
ろ
な
い
き
さ
つ
も
あ

り
、
そ
れ
は
大
河
ド
ラ
マ
で
語
ら

れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
佐
倉

と
も
少
な
か
ら
ざ
る
ご
縁
が
あ
り

ま
す
。 

 

堀
田
正
睦

ま
さ
よ
し

は
以
前
「
正
篤

ま
さ
ひ
ろ

」
と
名

乗
っ
て
い
ま
し
た
が
、
篤
姫
様
が
御

台
所
に
な
ら
れ
る
た
め
改
名
さ
れ
た

と
の
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
佐
倉
と

の
か
か
わ
り
は
佐
倉
藩
十
五
代
藩
主

堀
田
正
亮

ま
さ
す
け

が
老
中
首
座
の
と
き
、
幕

府
の
「
お
手
伝
い
大
名
」
制
度
に
よ

り
薩
摩
藩
に
木
曽
川
護
岸
工
事
を
命

ぜ
ら
れ
た
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
薩

摩
藩
は
多
く
の
犠
牲
者
と
莫
大
な
借

金
を
背
負
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

今
で
も
「
薩
摩
義
士
」
と
し
て
語

り
継
が
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
関
係
か

ら
篤
姫
様
の
御
縁
談
に
な
っ
た
と
聞

い
て
い
ま
す
。
佐
倉
に
住
み
始
め
た

頃
、
私
に
と
っ
て
何
の
縁
も
な
い
所

と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
佐
倉
の
歴

史
に
ふ
れ
る
う
ち
に
少
し
身
近
に
感

じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
佐
倉
は
私

の
「
第
二
の
故
郷
」
と
な
り
ま
し
た
。 

 
 

 

（
大
蛇
町 

石
川
節
子
） 

 
  

自
然
公
園
で
田
ん
ぼ 

 
 

  

仮
称
西
部
自
然
公
園
の
畔あ

ぜ

田た

川

下
流
域
で
平
成
十
九
年
四
月
か
ら

市
と
市
民
が
月
一
回
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
で
公
園
の
整
備
を
行
っ
て
い

る
。
内
容
は
草
原
の
草
刈
、
湿
地

や
畔
田
川
の
手
入
れ
な
ど
で
あ
る
。

作
業
の
あ
と
皆
で
自
然
観
察
を
す

る
が
整
備
に
よ
り
生
物
が
多
様
化

し
て
い
る
よ
う
だ
。 

 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
メ
ン
バ
ー

の
う
ち
四
人
は
数
年
前
か
ら
青あ

お

菅す
げ

で
、
冬
も
水
を
張
り
耕
さ
な
い
農

法
で
稲
作
の
経
験
が
あ
る
。
元
は

田
ん
ぼ
だ
っ
た
こ
の
草
原
の
一
部

で
稲
作
を
し
た
い
と
提
案
し
、
賛

同
す
る
人
も
加
わ
り
、
経
験
豊
富

な
Ｉ
さ
ん
が
リ
ー
ダ
ー
に
な
り
、

稲
作
グ
ル
ー
プ
と
し
て
八
人
で
復 

田
を
始
め
た
。 

 
田
植
え
ま
で
期
間
が
な
く
、
や

っ
と
百
坪
ほ
ど
を
復
田
し
て
田
植

え
を
し
た
。
水
は
将
来
灌
漑
水
路

が
で
き
る
予
定
だ
が
、
現
在
は
そ

ば
の
畔
田
川
か
ら
ポ
ン
プ
で
揚
げ

て
い
る
。 

 

九
月
に
稲
刈
り
を
し
て
天
日
で

干
し
、
近
く
の
農
家
で
脱
穀
し
て

貰
っ
た
。
無
農
薬
・
無
肥
料
で
、

期
待
よ
り
少
な
か
っ
た
が
約
五
十

六
㎏
の
白
米
が
収
穫
で
き
た
。
来

年
は
一
反
歩
を
目
標
に
復
田
し
て

い
る
。 

 

田
ん
ぼ
に
は
一
年
目
で
蛙
や

泥
鰌

ど
じ
ょ
う

、
イ
ナ
ゴ
、
ト
ン
ボ
な
ど
が

見
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
糞
が
肥

料
と
な
る
イ
ト
ミ
ミ
ズ
は
ま
だ
い

な
い
。
雑
草
防
止
に
冬
に
も
水
を

張
る
か
ら
渡
り
鳥
も
来
る
か
も
し

れ
な
い
。 

 

な
お
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
里

山
グ
ル
ー
プ
も
で
き
、
枯
れ
木
を

除
き
里
山
ら
し
く
な
っ
て
き
て
い

る
。 

 

と
こ
ろ
で
畑
の
市
民
農
園
は
あ

る
が
田
ん
ぼ
は
な
い
。
環
境
を
整

え
れ
ば
市
民
や
近
郊
の
人
も
こ
こ

で
稲
作
を
楽
し
め
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
の
よ
う
に
耕 

さ
な
け
れ
ば
誰
で
も
稲
作
が
で
き

る
。
田
ん
ぼ
が
公
園
の
景
観
の
一

つ
に
な
り
、
ま
た
生
物
の
多
様
化

に
役
立
て
ば
う
れ
し
い
。 

 
 
 

（
中
志
津 

亀
川 

勇
） 
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親
父
の
小
言 

  
最
近
の
ニ
ュ
ー
ス
に
不
祥
事
が

多
く
な
っ
た
。
こ
う
思
う
の
は
マ

ス
コ
ミ
の
反
復
効
果
だ
け
で
は
な

く
、
不
祥
事
の
実
数
が
増
え
て
い

る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
社
会
生

活
に
欠
か
せ
な
い
正
義
感
や
羞
恥

心
等
は
、
成
長
す
る
環
境
が
影
響

す
る
と
学
ん
だ
記
憶
が
あ
る
か
ら
、

こ
ん
な
紙
面
や
画
面
を
見
て
い
る

と
、
こ
の
人
た
ち
の
生
い
立
ち
を

疑
っ
て
し
ま
う
。 

 

「
親
父
の
小
言
」
は
、
小
さ
い

時
か
ら
家
庭
教
育
と
し
て
耳
に
た

こ
が
出
来
る
ほ
ど
聞
い
て
き
た
。 

そ
れ
が
自
分
の
生
き
様
を
作
り
、

生
き
方
の
規
範
と
な
っ
て
き
た
こ

と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
時

間
と
と
も
に
風
化
し
て
忘
れ
て
い

る
こ
と
も
事
実
で
、
不
祥
事
を
見

聞
す
る
た
び
に
思
い
出
す
今
日
こ

の
頃
で
あ
る
。 

 

不
祥
事
と
関
係
な
く
、
活
字
で

も
う
一
度
し
た
た
め
て
自
戒
と
し

て
み
た
い
。
皆
さ
ん
も
茶
の
間
の

話
題
に
ど
う
ぞ
・
・
。 

一
、
朝
は
機
嫌
よ
く
し
ろ 

一
、
人
に
は
腹
を
立
て
る
な 

一
、
家
業
に
は
精
を
出
せ 

一
、
働
い
て
儲
け
て
使
え 

一
、
借
り
て
は
使
う
な 

一
、
ば・
く・
ち・
は
決
し
て
打
つ
な 

一
、
大
酒
は
飲
む
な 

一
、
女
房
は
早
く
も
て 

一
、
産
前
産
後
は
大
切
に
し
ろ 

一
、
家
内
は
笑
っ
て
暮
ら
せ 

一
、
戸
締
り
に
気
を
つ
け
ろ 

一
、
火
は
粗
末
に
す
る
な 

一
、
年
寄
り
は
い
た
わ
れ 

一
、
神
仏
は
よ
く
拝
め 

一
、
年
忌
法
事
を
し
ろ 

一
、
義
理
は
欠
か
す
な 

一
、
恩
は
遠
く
か
ら
返
せ 

一
、
怪
我
と
災
い
は
恥
と
思
え 

一
、
万
事
に
気
を
配
れ 

 
 

ま
さ
に
含
蓄
が
あ
り
、
い
ま
の

時
代
に
も
ピ
ッ
タ
リ
の
小
言
ば
か

り
で
あ
る
。
最
近
の
親
父
さ
ん
た

ち
は
、「
小
言
」
を
言
っ
て
い
る

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
未
だ

い
わ
れ
て
い
る
？ 

 
 
 
 

（
白
銀 

髙
橋
克
俊
） 

 

    
 
 
 
 
 
 

 
 

木
枯
ら
し
の
吹
く
寒
い
夜
は
鍋

を
囲
ん
で
熱
燗
の
一
杯
が
最
高
。

鍋
と
い
え
ば
鍋
奉
行
お
と
う
さ
ん

の
出
番
で
、
日
頃
料
理
な
ど
無
関

心
だ
が
こ
の
日
ば
か
り
は
あ
れ
こ

れ
薀
蓄

う
ん
ち
く

を
た
れ
な
が
ら
家
の
者
に

手
出
し
を
さ
せ
ず
、
い
そ
い
そ
と

世
話
を
や
く
姿
が
想
像
で
き
ま
す
。 

 

鍋
と
い
っ
て
も
湯
豆
腐
か
ら
始

ま
り
そ
の
種
類
は
、
数
百
を
数
え

る
が
な
ん
と
い
っ
て
も
極
め
つ
き

は
、「
す
き
焼
鍋
」
で
あ
る
。
日

本
人
は
い
つ
か
ら
牛
肉
を
食
べ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
一
般
に
は

明
治
維
新
以
降
の
よ
う
で
日
本
の

指
導
者
は
に
わ
か
に
西
洋
文
明
を

と
り
入
れ
、
文
明
開
化
の
名
の
も

と
に
旧
来
の
習
慣
を
破
っ
て
い
き
、

福
沢
諭
吉
ら
文
化
人
は
、
長
年
仏

教
の
戒
律
に
よ
っ
て
忌
み
嫌
わ
れ

て
き
た
食
肉
を
大
い
に
勧
め
る
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
を
張
り
、
慶
応
義
塾

の
学
生
た
ち
は
彼
ら
に
感
化
さ
れ

て
さ
か
ん
に
牛
鍋
屋
に
通
っ
て
い

た
そ
う
で
す
。 

 

経
済
学
者
の
河
上
肇
は
大
正
初

期
の
留
学
中
、
パ
リ
の
日
本
人
画

家
宅
で
島
崎
藤
村
と
一
緒
に
す
き

焼
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
こ
と
を
の

ち
の
ち
ま
で
思
い
出
し
て
い
ま
し

た
。
当
時
か
ら
す
で
に
懐
か
し
い

日
本
の
味
と
し
て
異
国
に
暮
ら
す

人
た
ち
か
ら
も
愛
さ
れ
て
い
ま
し

た
。 

 

先
年
米
国
で
ス
キ
ヤ
キ
ソ
ン
グ

と
い
う
曲
が
流
行
っ
た
こ
と
を
思

い
だ
し
ま
す
。
こ
れ
は
坂
本
九
の

唄
っ
た
「
上
を
向
い
て
歩
こ
う
」

の
曲
で
、
ス
キ
ヤ
キ
の
あ
ま
り
の

お
い
し
さ
に
食
べ
す
ぎ
下
を
向
い

て
歩
く
と
苦
し
く
上
を
向
い
て
い

な
い
と
戻
し
て
し
ま
う
の
で
、
こ

れ
か
ら
ス
キ
ヤ
キ
ソ
ン
グ
が
始
ま

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

明
治
五
年
正
月
、
天
皇
が
初
め

て
牛
肉
な
る
も
の
を
召
し
上
が
り
、

こ
れ
が
大
ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
伝
え

ら
れ
、
ハ
イ
カ
ラ
な
人
ば
か
り
で

な
く
一
般
庶
民
に
も
文
明
開
化
の

象
徴
と
し
て
人
気
を
博
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。 

 
 
 

（
上
志
津 

永
見 

一
） 

 

 

牛
肉
を
食
わ
ね
ば 

 
 
 
 

開
化

ひ
ら
け

不
進

ぬ

奴や
つ 
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明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。
澄
ん
だ
冷
気
の
中
、
孫

達
と
近
所
の
神
社
に
詣
で
ま
し
た
。

竹
箒
で
掃
き
清
め
ら
れ
た
境
内
の

庭
は
気
持
ち
よ
く
、
身
も
心
も
す

が
す
が
し
く
な
る
思
い
が
致
し
ま

し
た
。
社
会
と
家
族
の
平
穏
無
事

に
加
え
、
自
身
の
生
活
が
、
よ
り

豊
か
で
楽
し
く
な
り
ま
す
よ
う
に

な
ど
と
、
身
勝
手
な
お
願
い
ま
で

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
で
、
冬
花
壇
に
彩
り
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

あと
がき

さ
く
ら
道 

 

暮
ら
し
に
く
い
世
相
で
あ
れ
ば

な
お
の
こ
と
、
た
と
え
大
平
の
世

の
中
で
あ
っ
て
も
福
の
神
を
崇
め

心
た
の
し
く
ゆ
た
か
に
生
活
で
き

る
よ
う
祈
念
す
る
こ
と
は
、
古
く

か
ら
人
び
と
の
間
に
持
ち
伝
え
ら

れ
て
い
る
心
情
で
す
。 

 

新
春
そ
の
年
の
幸
福
を
願
っ
て

七
福
神
を
巡
拝
す
る
信
仰
行
事
の

形
が
で
き
あ
が
っ
た
の
は
、
町
人

文
化
が
深
く
根
を
降
ろ
し
た
江
戸

時
代
の
後
期
に
な
っ
て
か
ら
と
い

わ
れ
ま
す
。 

 

当
地
佐
倉
に
も
六
ヶ
寺
、
一
神

社
、
妙
隆
寺
大
黒
天
、
大
聖
院
大

黒
天
、
布
袋
尊
、
松
林
寺
、
甚
大

寺
の
毘
沙
門
天
、
麻
賀
多
神
社
恵

比
寿
、
福
禄
寿
、
宗
円
寺
寿
老
人
、

嶺
南
寺
弁
財
天
、
七
福
神
を
祀
る

社
寺
を
巡
り
な
が
ら
、
五
穀
豊
穣
、

招
福
、
開
運
、
長
寿
、
子
孫
繁
栄

を
祈
り
、
宝
船
に
の
せ
て
江
戸
の

風
流
人
ら
し
い
発
想
で
、
春
風
に

吹
か
れ
て
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
約
二

時
間
の
散
策
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。 

期
待
し
て
作
っ
た
寄
せ
植
え
に
、

早
く
も
春
の
兆
し
で
す
。
一
番
乗

り
は
ク
ロ
ッ
カ
ス
。
既
に
ぷ
っ
く

り
太
っ
た
つ
ぼ
み
ま
で
抱
い
て
い

ま
す
。
花
色
だ
け
を
紫
で
統
一
し
、

開
花
の
時
期
も
、
立
ち
姿
も
、
草

丈
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
五
種

類
の
球
根
を
、
深
鉢
に
い
っ
ぱ
い

埋
め
込
ん
で
あ
る
の
で
す
。
次
々

と
春
を
運
ん
で
く
れ
る
に
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。 

今
年
も
『
な
か
ま
』
を
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。様
々

な
見
地
か
ら
の
ご
投
稿
も
、
心
よ

り
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
松
山
） 

１月の黒板 
★★★ 佐倉市民カレッジ公開講演会のお知らせ ★★★ 
      平成２０年１月９日（水） 午前１０時００分～１１時５０分 

「源氏物語へのいざない」 
          東京情報大学教授 松田 喜好 氏  
［場 所］ 中央公民館大ホール ［定 員］ 先着１００名 ［費 用］ 無料 
［お申し込み・問い合わせ］ １月５日以降 中央公民館へお電話で ℡485-1801 

 ★★★ 『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（中央公民館に専用原稿用紙があります） 
ワープロによる原稿（縦書き）でも結構です。 

         内容 随筆…日常の出来事など自由にお書きください。 

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） 
ＵＲＬ http://www.city.sakura.ｌｇ.jp/kominkan/cyuou/index.htm 


