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九
月
十
二
日
（
水
）
雨 

夕
方
、
カ
レ
ッ
ジ
か
ら
帰
る
と

ラ
ジ
オ
か
ら
と
ん
で
も
な
い
ニ
ュ

ー
ス
。
安
倍
総
理
大
臣
が
辞
任
し

た
と
い
う
。
我
が
耳
を
疑
う
。
先

日
の
参
議
院
選
挙
で
惨
敗
し
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ち
早
く
続
投

を
表
明
、
組
閣
し
た
ば
か
り
。
海

上
自
衛
隊
に
よ
る
米
軍
へ
の
燃
料

補
給
が
十
一
月
一
日
で
期
限
切

れ
。
与
野
党
の
議
席
数
が
逆
転
し

た
こ
と
に
よ
り
、
延
長
法
案
の
議

決
が
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
が
最

大
の
理
由
と
い
う
。
民
主
党
小
沢

代
表
と
の
党
首
会
談
を
断
ら
れ
た

こ
と
、
健
康
状
態
が
悪
化
し
た
こ

と
も
辞
任
の
背
景
に
あ
る
と
い

う
。
が
し
か
し
、
昨
日
所
信
表
明

演
説
を
行
っ
た
ば
か
り
。
今
日
は

各
党
か
ら
の
代
表
質
問
を
受
け
る

本
会
議
の
日
。
そ
の
直
前
の
辞
意

表
明
と
は
余
り
に
唐
突
で
は
な
い

か
。
ま
さ
に
前
代
末
聞
。
職
務
放

棄
、
責
任
逃
避
と
の
声
が
専
ら
。

同
感
。
こ
れ
が
我
が
日
本
国
の
リ

ー
ダ
ー
の
姿
か
。
何
と
情
け
な

や
。 

 

十
月
二
日
（
火
）
曇
り 

平
山
郁
夫
展
へ
。
先
月
十
八
日

に
続
い
て
二
度
目
の
鑑
賞
で
あ

る
。
四
十
年
以
上
続
け
て
き
た
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
を
た
ど
る
旅
。
そ
の

土
地
の
風
土
、
歴
史
、
文
化
を
通

し
培
っ
た
で
あ
ろ
う
祈
り
と
愛

が
、
そ
し
て
哲
学
が
、
強
い
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
伴
っ
て
伝
わ
っ
て
く

る
。
金
、
銀
、
茶
、
青
、
緑
な

ど
、
独
特
の
色
遣
い
で
表
現
さ
れ

る
広
大
な
砂
漠
、
彼
方
ま
で
連
な

る
山
々
、
心
安
ら
ぐ
オ
ア
シ
ス
、

列
を
な
す
ラ
ク
ダ
の
群
れ
、
人
々

の
生
活
な
ど
、
彼
の
創
作
意
欲
と

活
動
の
す
ば
ら
し
さ
が
光
る
。
自

ら
の
被
爆
体
験
と
重
ね
、
平
和
へ

の
祈
り
を
テ
ー
マ
と
し
た
八
十
作

品
は
ど
れ
も
圧
巻
。
心
豊
か
な
一

日
で
あ
っ
た
。 

一
月
六
日
（
日
）
晴
れ 

夫
が
出
か
け
た
。
せ
っ
か
く
一

人
に
な
れ
る
貴
重
な
日
曜
日
。
遠

出
も
い
い
、
た
ま
に
は
映
画
も
い

い
か
と
胸
弾
む
。
と
こ
ろ
が
、
悲

し
い
か
な
、
私
の
中
の
「
主
婦
」

が
む
く
む
く
と
頭
を
も
た
げ
る
。 

絶
好
の
洗
濯
日
和
、
シ
ー
ツ
、
タ

オ
ル
ケ
ッ
ト
な
ど
大
物
を
洗
お

う
。
布
団
も
思
い
っ
き
り
広
げ
た

い
。
そ
う
そ
う
、
今
日
は
月
一
回

の
ア
ル
ミ
缶
の
リ
サ
イ
ク
ル
日
。

こ
こ
一
ヶ
月
間
の
ビ
ー
ル
の
消
費

は
半
端
じ
ゃ
な
い
。
空
き
缶
の
山

だ
。
忘
れ
ず
に
出
さ
な
け
れ
ば
。

志
津
に
あ
る
携
帯
の
専
門
店
に
も

行
き
た
い
。
古
い
デ
ー
タ
を
入
れ

て
も
ら
う
た
め
に
。
師
走
の
「
第

九
」
以
来
さ
ぼ
っ
て
い
た
発
声
練

習
も
再
開
せ
ね
ば
。
音
程
や
リ
ズ

ム
だ
け
で
は
な
い
、
歌
詞
だ
っ
て

正
確
に
覚
え
な
い
と
。
こ
れ
で
も

加
齢
に
よ
る
衰
え
と
闘
っ
て
い
る

の
だ
。
結
局
今
日
は
、
こ
ん
な
予

定
を
こ
な
し
て
終
わ
っ
て
し
ま
っ

た
。
や
れ
や
れ
…
。
あ
や
（
孫
）

と
一
緒
に
一
時
間
ほ
ど
歩
い
た
だ

け
で
も
よ
し
と
す
る
か
。 

 
 
 
 
 
 
 

（
編
集
委
員
） 

生
活
雑
感
〜
日
記
か
ら
〜 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

松 

山 

洋 

子 
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殿
！ 

お
久
し
ぶ
り
で
す
。 

 

凛
と
し
て
遠
く
を
見
晴
る
か
す

よ
う
に
し
て
お
ら
れ
る
殿
の
ご
英

姿
。
殿
は
今
の
世
の
中
を
ご
覧
に

な
っ
て
「
ま
た
何
を
か
言
わ
ん
」

と
で
も
う
そ
ぶ
い
て
お
ら
れ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
赤
心
が

身
に
た
ぎ
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

殿
が
江
戸
末
期
の
激
動
を
乗
り

切
ら
れ
た
と
き
の
パ
ワ
ー
の
根
源
、

あ
れ
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
来
た

の
で
し
ょ
う
。 

 

ま
ず
は
藩
政
改
革
を
断
行
、
文

武
を
奨
励
し
て
藩
士
の
意
識
向
上

に
力
を
注
が
れ
ま
し
た
。
特
に
藩

校
の
拡
充
、
ま
た
諸
藩
に
先
駆
け

て
蘭
学
の
導
入
を
図
る
な
ど
し
て

多
く
の
人
材
を
育
成
さ
れ
ま
し
た
。 

 

次
い
で
開
国
を
唱
え
総
領
事
ハ

リ
ス
と
日
米
修
好
通
商
条
約
を
結

ぶ
交
渉
に
全
力
を
傾
け
ら
れ
ま
し

た
。
奇
し
く
も
今
年
は
そ
の
調
印

か
ら
百
五
十
年
の
節
目
の
年
に
当

た
り
ま
す
。
世
間
で
攘
夷
が
叫
ば

れ
る
中
、
殿
は
幕
府
の
老
中
首
座

と
し
て
よ
く
諸
事
を
決
断
さ
れ
鎖

国
を
開
国
へ
と
導
い
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
資
源
の
な
い
日
本
は
貿

易
で
国
力
を
つ
け
る
し
か
な
い
と

主
導
さ
れ
た
そ
の
こ
と
は
、
今
に

至
る
「
物
づ
く
り
日
本
」
の
原
点

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
殿
の
近
代

的
セ
ン
ス
が
な
か
っ
た
ら
、
そ
の

後
の
日
本
国
は
ど
う
な
っ
て
い
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
他
の
ア
ジ
ア
の

国
の
よ
う
に
列
強
の
植
民
地
支
配

を
受
け
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
さ
に
迷
走
し
か
け
た
日
本
を
救

っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
殿
、
殿
な

の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
現
在
の
日
本
の
政
治

は
如
何
で
し
ょ
う
。
内
政
、
外
交

と
も
に
閉
塞
感
に
満
ち
て
い
ま
す
。

こ
の
先
日
本
の
政
治
は
ど
う
な
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
で
き
る
も
の
な

ら
日
本
が
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に

進
ん
で
い
け
ば
い
い
の
か
、
お
伺

い
し
た
い
も
の
で
す
。 

 

※
こ
こ
で
い
う
「
殿
」
と
は
、

第
十
九
代
佐
倉
藩
主
堀
田
正

睦
公
の
こ
と
で
す
。 

 
 

（
南
臼
井
台 

廣
吉
正
毅
） 

 

 

父
の
教
え 

  

私
は
平
成
十
九
年
八
月
の
『
な

か
ま
』
で
「
母
の
教
え
」
を
掲
載

し
て
い
た
だ
き
、
二
〜
三
の
方
々

か
ら
ご
丁
重
な
励
ま
し
の
電
話
を

戴
い
た
り
し
て
痛
み
入
っ
て
い
る
。 

 

幼
少
時
に
父
か
ら
も
多
く
の
こ

と
を
教
え
ら
れ
た
の
で
姉
妹
編
と

し
て
「
父
の
教
え
」
も
記
述
す
る
。 

 
 

 

小
学
五
年
頃
か
ら
折
々
に
教
え

諭
さ
れ
た
こ
と
は
沢
山
あ
る
が
以

下
の
二
件
の
教
え
は
小
学
五
年
か

ら
社
会
人
、
七
十
五
歳
に
な
っ
た

今
日
で
も
大
変
役
に
立
っ
て
お
り
、

人
生
の
指
針
に
な
っ
て
い
る
。 

 

一
、
日
に
三
省
せ
よ 

読
ん
で
字
の
如
く
「
今
日
一
日

を
一
秒
た
り
と
も
無
益
に
過
ご
し

て
い
な
い
か
？ 

毎
日
毎
日
何
回

も
反
省
し
な
さ
い
」
と
の
教
え
で

あ
る
。
私
は
、
父
か
ら
見
れ
ば
こ

の
位
ダ
メ
で
ど
う
し
よ
う
も
な
い

人
間
で
あ
っ
た
。
曹
洞
宗
に
は
修

証
義
と
い
う
漢
字
交
じ
り
の
「
ひ

ら
が
な
」
で
書
い
た
お
経
が
あ
る
。 

 

こ
の
中
で
「
…
過
ぎ
た
一
日
は

ど
の
よ
う
な
方
法
を
も
っ
て
し
て

も
取
り
返
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

無
益
に
百
歳
生
き
た
と
し
て
も
そ

れ
は
価
値
の
な
い
毎
日
に
な
っ
て

し
ま
う
…
」
と
諭
し
て
い
る
。 

 

小
休
止
し
て
い
る
と
き
、
電
車

に
乗
っ
て
い
る
と
き
、
寝
る
前
な

ど
そ
の
気
に
な
り
さ
え
す
れ
ば

「
反
省
」
は
で
き
る
も
の
で
あ
る
。 

 

む
だ
ば
な
に 

景
色
と
ら
れ
し 

 

瓢ふ
く
べ

か
な 

 
 
 
 
 

一
茶 

（
む
だ
ば
な
は
雌
雄
異
花
の
雄
花
） 

 

二
、
何
事
も
気
を
入
れ
て
や
れ 

こ
れ
も
私
を
諌
め
る

い
さ

言
葉
で
あ 

る
。
何
を
や
る
に
も
本
気
に
な
っ

て
取
り
組
ま
な
い
こ
と
に
業
を
煮

や
し
て
の
忠
告
で
あ
る
。 

「
人
の
話
を
上
の
空
で
聞
き
、 

や
る
こ
と
す
る
こ
と
皆
ピ
ン
ぼ

け
」
で
あ
っ
た
。
話
す
人
の
真
正

面
に
行
き
、
そ
の
人
の
目
を
見
て

話
を
聞
く
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
。 

 

精
神
一
到
何
事
か
成
ら
ざ
ら
ん 

 
 
 
 
 
 
 

朱
子
（
朱
熹
） 

 
 
 
 

（
井
野 

山
崎
衠
良
） 

「
殿
」
の
銅
像
に 

向
か
い
合
っ
て 

 
 
 

―
佐
倉
城
址
公
園
に
て
ー 



－３－ 

   
僕
は
、
二
〇
〇
七
年
三
月
一
四

日
よ
り
七
泊
八
日
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
テ
ラ

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
が
主
催
す
る
カ
ン

ボ
ジ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ツ
ア
ー
に

参
加
し
ま
し
た
。
こ
の
ツ
ア
ー
で

は
観
光
旅
行
で
行
く
こ
と
が
で
き

な
い
場
所
を
見
学
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
特
に
印
象

に
残
っ
た
場
所
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

ま
ず
は
キ
リ
ン
グ･

フ
ィ
ー
ル

ド
と
ト
ゥ
ー
ル
ス
レ
ン
博
物
館
で

す
。
キ
リ
ン
グ
・
フ
ィ
ー
ル
ド
の

慰
霊
碑
に
は
ポ
ル
・
ポ
ト
に
よ
っ

て
虐
殺
さ
れ
た
人
々
の
骨
が
保
管

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
と
て
も
た
く

さ
ん
の
骨
が
あ
り
、
当
時
の
無
惨

な
状
況
が
そ
の
ま
ま
伝
わ
っ
て
き

ま
し
た
。
こ
の
光
景
を
見
た
ら
心

が
辛
く
な
り
ま
し
た
。
絶
対
に
こ

の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
は
い

け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
ト

ゥ
ー
ル
ス
レ
ン
博
物
館
で
は
、
虐

殺
さ
れ
た
人
々
の
遺
影
が
た
く
さ

ん
あ
り
、
虐
殺
の
と
き
に
使
わ
れ

た
道
具
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。
本

当
に
当
時
の
恐
ろ
し
さ
を
思
い
知

ら
さ
れ
ま
し
た
。 

 

次
は
シ
ェ
ム
リ
ア
ッ
プ
に
あ
る

地
雷
撤
去
現
場
に
つ
い
て
で
す
。 

そ
こ
で
は
地
雷
撤
去
の
デ
モ
を
見

学
し
ま
し
た
。
デ
モ
を
演
じ
て
く

れ
た
女
性
は
、
埋
ま
っ
て
い
る
地

雷
の
土
を
取
り
除
く
だ
け
で
も
汗

だ
く
で
し
た
。
実
際
の
地
雷
撤
去

は
一
歩
間
違
え
ば
事
故
に
つ
な
が

る
大
変
な
作
業
な
ん
だ
な
あ
と
思

い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
見

つ
か
っ
た
地
雷
の
爆
破
処
理
作
業

を
ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
見
学
し
ま

し
た
。
爆
破
し
た
瞬
間
、
大
き
な

爆
音
が
森
中
に
響
き
、
心
臓
に
響

き
ま
し
た
。
地
雷
被
害
者
の
人
々

の
こ
と
を
思
う
と
、
言
葉
に
で
き

な
い
ほ
ど
辛
い
こ
と
だ
と
感
じ
ま

し
た
。 

 

今
回
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
行
っ
て
分

か
っ
た
こ
と
は
、
貧
富
の
差
が
あ

ま
り
に
も
激
し
す
ぎ
る
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
僕
が
い
つ
か
ま
た
カ

ン
ボ
ジ
ア
に
行
く
と
き
に
は
、

人
々
が
少
し
で
も
良
い
環
境
の
中

で
生
活
で
き
る
国
に
な
っ
て
い
れ

ば
い
い
な
と
思
い
ま
し
た
。 

（
井
野
中
学
校
二
年 

小
西
智
也
） 

    

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
に
終
止
符

を
打
ち
、
暇
を
も
て
余
す
暮
ら
し

に
突
入
し
た
の
は
平
成
十
八
年
の

三
月
で
し
た
。
し
か
し
暇
な
日
は

長
く
続
か
ず
、
五
月
に
は
市
民
カ

レ
ッ
ジ
入
学
、
八
月
に
は
趣
味
で

あ
る
造
園
の
手
伝
い
と
忙
し
い
生

活
が
始
ま
り
ま
し
た
。
決
意
を
新

た
に
し
て
か
ら
、
あ
っ
と
い
う
間

に
二
年
近
く
が
過
ぎ
ま
し
た
。 

 

市
民
カ
レ
ッ
ジ
で
の
週
一
度
の

講
義
は
、
忘
れ
か
け
て
い
た
知
識

欲
を
再
び
呼
び
覚
ま
し
て
く
れ
ま

し
た
。
造
園
の
手
伝
い
で
は
、
手

入
れ
を
し
た
バ
ラ
が
見
事
に
大
輪 

の
花
を
つ
け
感
動
し
た
も
の
で
す
。 

も
う
一
つ
印
象
に
残
っ
た
の
は
、

市
民
カ
レ
ッ
ジ
で
の
「
ま
ち
づ
く

り
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
グ
ル
ー
プ

活
動
で
し
た
。
自
身
で
考
え
た
テ

ー
マ
が
採
用
さ
れ
ず
、
は
ぐ
れ
狼

に
な
っ
た
同
じ
立
場
の
仲
間
十
人

で
作
っ
た
「
堀
田
家
廟
所
清
掃

隊
」
の
活
動
で
す
。
廟
所
の
清
掃

に
加
え
、
堀
田
家
廟
所
で
あ
る
甚

大
寺
の
由
来
、
金
毘
羅
さ
ん
の
縁

日
の
由
来
、
堀
田
正
睦
公
追
遠
の

碑
の
漢
文
要
約
、
何
故
廟
所
内
に

春
日
局
の
墓
地
を
予
定
し
た
の
か

等
、
少
し
詳
し
く
掘
り
下
げ
て
調

べ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
歴
史

に
疎
い
私
に
も
、
追
遠
の
碑
の
難

解
な
漢
文
の
要
約
と
い
う
仕
事
を

任
さ
れ
、
久
し
ぶ
り
に
真
剣
に
資

料
と
向
き
合
い
ま
し
た
。
そ
し
て

堀
田
正
睦
公
が
、
老
中
首
座
の
立

場
で
開
国
を
主
導
し
、
国
の
近
代

化
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
や
、

佐
倉
藩
を
貧
濁
か
ら
救
い
、
藩
政

を
改
革
し
た
こ
と
等
を
学
び
ま
し

た
。 

 

十
人
の
「
寄
せ
集
め
」
の
仲
間

の
合
作
で
、
グ
ル
ー
プ
活
動
の
成

果
物
が
立
派
に
で
き
あ
が
り
ま
し

た
。
成
果
を
あ
げ
る
た
め
に
皆
で

協
力
す
れ
ば
、
大
き
な
力
に
な
る

こ
と
を
改
め
て
実
感
し
た
今
日
こ

の
頃
で
す
。 

 

堀
田
家
廟
所
清
掃
後
に
一
句 

 
 

掃
き
清
め 

 
 

焚
き
火
に
偲
ぶ 

苔
の
廟 

（
王
子
台 

山
嵜
武
則
） 

僕
の
見
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
現
実 

 

佐
倉
市
民
カ
レ
ッ
ジ 

 
 
 
 
 

二
年
生
の
思
い 



－４－ 

文
章
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
大

切
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

心
を
込
め
て
真
剣
に
、自
慢
も
衒て

ら

い
も
な
く
書
い
た
文
章
は
、
筆
者

の
年
齢
や
、
地
位
や
境
遇
に
関
係

な
く
、
か
つ
ま
た
、
文
章
の
巧
拙

に
も
関
係
な
く
、
等
し
く
、
そ
れ

を
読
ん
だ
人
の
心
に
共
感
を
与
え
、

得
心
さ
せ
る
も
の
を
持
っ
て
い
ま

す
。私
は
こ
う
い
っ
た
も
の
が
、「
文

章
の
品
格
」
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

あと
がき

さ
く
ら
道 

 

昨
年
は
藤
原
正
彦
の
『
国
家
の

品
格
』
と
い
う
本
が
話
題
に
な
り
、

な
に
か
と
い
う
と
「
×
×
の
品
格
」

と
い
う
言
葉
が
新
聞
や
雑
誌
で
目

に
付
き
ま
し
た
。 

 

文
章
に
も
品
格
と
い
う
も
の
が

あ
り
、「
公
序
良
俗｣

に
反
し
て
い

な
い
こ
と
は
無
論
、
そ
れ
に
加
え

て
、
題
材
に
対
す
る
筆
者
の
感
動

や
、
深
い
思
い
、
考
え
方
な
ど
を
、

心
を
込
め
て
素
直
に
純
な
気
持
で

 

春
ま
だ
浅
い
三
月
。
こ
の
季
節
に

な
る
と
、「
…
季
節
は
ず
れ
の
雪
が
降

っ
て
る
♪
…
」
の
歌
詞
、
フ
ォ
ー
ク

シ
ン
ガ
ー
・
イ
ル
カ
の
「
な
ご
り
雪
」

を
つ
い
口
ず
さ
ん
で
し
ま
い
ま
す
。 

 
今
月
も
沢
山
の
ご
投
稿
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
紙
面
の
都
合
上
、

四
名
の
方
の
作
品
を
掲
載
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。 

 

廣
吉
さ
ん
、
山
崎
さ
ん
、
小
西
さ

ん
、
そ
し
て
山
嵜
さ
ん
の
作
品
を
拝

読
し
、そ
れ
ぞ
れ
に
私
も
感
じ
た
こ
と
、

思
い
起
こ
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

堀
田
正
睦
公
の
藩
政
改
革
や
開
国

の
偉
業
へ
改
め
て
の
尊
敬
の
念
、九
十

四
歳
で
亡
く
な
っ
た
明
治
気
質
の
父

親
の
こ
と
、
ク
メ
ー
ル
・
ル
ー
ジ
ュ
政

権
下
の
警
備
厳
重
な
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
プ

ノ
ン
ペ
ン
空
港
へ
降
り
立
っ
た
と
き
の

異
様
な
緊
張
感
の
記
憶
、そ
し
て
念
願

の
佐
倉
市
民
カ
レ
ッ
ジ
へ
入
っ
て
有
意

義
な
一
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
現

在
。 

 

ご
投
稿
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。こ
れ
か
ら
も
皆
様
か
ら
の
ご
投
稿

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

 
(

原
田) 

３月の黒板 

★★平成２０年度佐倉市民カレッジ受講生募集のお知らせ★★ 

  健康で生きがいをもちながら、住みよいまちづくりを考え、地域で活動することを目指す

学習です。１・２年生は「であい課程」で一般教養を学び、３・４年生は「専攻課程」で学

びを深めます。 
  入学資格 市内在住で４年間継続して通学できる４０歳以上のかた（再入学不可） 
  募集定員 １００人（６０歳以上８０人 ４０歳以上～５９歳以下２０人） 
       （年齢は平成２０年４月１日現在。定員を超えた場合は抽選） 
  願書受付 平成２０年４月１日（火）～７日（月）午前９時３０分～午後４時 
       中央公民館へ本人が持参 
  学  習 主に木曜日（学習日数 年間３６日程度）講義、話し合い学習、校外学習など 
  修業年限 ４年   費  用 年額１０，０００円 （材料費、保険料などは別途負担） 
＊詳しくは、入学案内・入学願書が市内の公民館・図書館にありますので、ご覧のうえ応募して下さい。 

お問い合わせ    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/cyuou/index.htm 


