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と
り
あ
え
ず
東
京
に
出
て
大
垣

ま
で
の
切
符
を
買
い
ま
し
た
。
前
夜

床
に
つ
い
た
と
き
に
、
ふ
と
「
明
日

は
ど
こ
か
に
出
か
け
よ
う
」
な
ど
と

思
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
日
常
の

生
活
範
囲
に
は
な
い
場
所
に
行
き

た
い
と
時
々
思
う
こ
と
を
、
実
際
に

実
行
し
て
み
よ
う
と
考
え
て
眠
り
、

朝
早
く
東
京
駅
に
出
た
の
で
す
。
夫

は
「
で
き
る
か
な
？
」
な
ん
て
笑
っ

て
い
ま
し
た
が
、（
仕
事
に
出
る
夫

と
東
京
駅
ま
で
一
緒
で
し
た
）
い
ざ

独
り
に
な
っ
た
ら
で
き
る
だ
ろ
う

か
の
気
持
ち
も
切
符
を
購
入
し
た

時
点
で
不
安
も
な
く
車
中
の
人
に

な
り
ま
し
た
。
名
古
屋
ま
で
新
幹
線

で
行
く
か
そ
れ
と
も
在
来
線
一
本

で
行
く
か
迷
い
ま
し
た
が
、
富
士
山

を
ゆ
っ
く
り
見
な
が
ら
行
く
気
に

も
な
り
在
来
線
に
乗
り
込
み
ま
し

た
。 朝

早
く
か
ら
呑
気
に
旅
に
出
る

私
は
職
場
に
向
か
わ
れ
る
方
た
ち

に
少
し
後
ろ
め
た
い
気
持
ち
で
し

た
が
、
そ
れ
も
陽
が
上
が
り
車
窓
を

流
れ
る
海
・
山
の
景
色
に
、
気
持
ち

が
ど
ん
ど
ん
前
に
と
向
き
、
時
刻
表

と
に
ら
め
っ
こ
し
な
が
ら
つ
い
で

に
「
ど
こ
か
立
ち
寄
れ
る
所
が
あ
る

か
な
」
と
、
地
図
の
上
で
夢
を
広
げ

て
い
る
自
分
が
い
ま
し
た
。
浜
松
に

着
く
こ
ろ
に
は
さ
す
が
に
お
尻
が

痛
く
な
り
、
新
幹
線
を
使
う
べ
き
だ

っ
た
か
と
少
々
後
悔
も
あ
り
ま
し

た
。 一

日
ず
ら
し
て
夜
行
に
す
る
手

も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
思
い
立
っ
た

が
吉
日
と
ば
か
り
に
出
て
そ
れ
も

ま
た
良
し
か
な
と
心
の
中
で
う
な

ず
く
私
で
す
。
浜
松
で
乗
り
換
え
の

時
間
を
利
用
し
て
駅
弁
を
買
い
に

走
り
、
う
な
ぎ
弁
当
を
購
入
。
普
通

電
車
の
中
で
お
弁
当
を
一
人
で
広

げ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
し
た
の

は
初
め
て
の
経
験
で
す
か
ら
、「
ド

キ
ド
キ
」
や
っ
て
み
れ
ば
で
き
る
も

の
で
す
。
も
っ
と
も
、
味
は
ど
こ
か

に
飛
び
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
快
速

で
二
時
間
余
り
で
大
垣
で
す
。
西
に

伊
吹
山
・
南
に
鈴
鹿
山
脈
を
望
む
大

垣
は
奥
の
細
道
の
最
終
地
で
も
あ

り
ま
す
。 

 

天
下
分
け
目
の
関
ヶ
原
の
戦
い

で
は
西
軍
の
石
田
三
成
が
兵
を
置

き
、
こ
こ
か
ら
出
陣
し
て
い
き
ま
し

た
。
松
尾
芭
蕉
は
江
戸
深
川
を
曽
良

と
共
に
出
立
し
五
ヶ
月
余
り
の
奥

州
の
旅
の
後
大
垣
に
着
き
ま
し
た
。

揖
斐
川
・
水
門
川
・
杭
瀬

く

い

せ

川
な
ど
の

河
川
を
利
用
し
た
舟
運
が
盛
ん
な

地
は
芭
蕉
も
居
心
地
が
良
か
っ
た

の
で
し
ょ
う
。 

 

「
蛤
の
ふ
た
み
に
別
れ
行
秋
ぞ
」

の
句
を
詠
み
、
水
門
川
船
町
港
か
ら

谷
木
因

た
に
ぼ
く
い
ん

ら
と
桑
名
に
下
っ
た
後
も

幾
度
か
大
垣
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
こ
ろ
の
夜
の
水
路
を
照
ら
し
て

い
た
灯
台
が
今
も
住
吉
灯
台
と
し

て
残
っ
て
い
る
の
は
と
て
も
嬉
し

い
こ
と
で
す
。 

 

今
大
垣
市
内
に
は
ミ
ニ
奥
の
細

道
が
あ
り
水
門
川
沿
い
に
二
十
二

基
の
句
碑
が
建
ち
散
策
に
最
適
で

し
た
。 

（
編
集
委
員
） 

 

 
 

ふ 

ら 

り 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東 

武 

幸 

子 
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言
葉
探
し
の
旅 

  
英
語
の
辞
書
を
初
め
て
手
に
し

た
の
は
今
か
ら
五
十
年
以
上
も
前
、

中
学
校
入
学
時
に
父
が
買
っ
て
く

れ
た
Ｋ
社
の
初
級
英
和
だ
っ
た
と

記
憶
し
て
い
る
。
そ
の
時
の
新
し

い
紙
の
に
お
い
が
懐
か
し
い
。
今

手
元
に
は
そ
の
後
に
求
め
た
数
冊

の
辞
書
が
あ
る
。
高
校
時
代
に
は

短
編
小
説
の
英
文
解
釈
に
、
学
生

時
代
に
は
卒
論
作
成
の
引
用
文
献

の
翻
訳
等
に
と
首
っ
引
き
で
辞
書

に
取
り
組
ん
だ
こ
と
な
ど
思
い
出

さ
れ
る
。
職
に
就
い
て
か
ら
も
仕

事
柄
、
外
国
資
料
に
目
を
通
す
機

会
が
多
く
辞
書
は
手
放
せ
な
い
も

の
と
な
っ
た
。 

 

そ
ん
な
思
い
出
が
沢
山
詰
ま
っ

て
い
る
辞
書
も
退
職
後
は
利
用
す

る
こ
と
も
少
な
く
本
棚
に
さ
び
し

く
並
ん
で
い
る
。
こ
ん
な
状
態
で

眠
っ
て
い
る
辞
書
の
再
活
用
法
が

な
い
か
考
え
、
英
語
ク
ロ
ス
ワ
ー

ド
パ
ズ
ル
（
英
ク
ロ
）
へ
の
挑
戦

を
思
い
付
い
た
。
す
な
わ
ち
「
言

葉
探
し
の
旅
」
の
始
ま
り
で
あ
る
。 

 

旅
を
始
め
て
三
年
に
な
る
が
、

こ
れ
が
な
か
な
か
面
白
い
。
出
題

は
毎
週
一
問
、
ヒ
ン
ト
を
も
と
に

縦
横
合
計
約
六
十
の
単
語
を
探
し

空
間
を
埋
め
る
。
中
学
や
高
校
で

習
っ
た
単
語
も
あ
る
が
、
専
門
語

や
固
有
名
詞
な
ど
初
め
て
知
る
単

語
も
多
い
。
記
憶
に
あ
る
も
の
は

す
ぐ
思
い
出
す
が
、
新
語
は
な
か

な
か
判
ら
ず
探
す
の
が
大
変
で
あ

る
。
ポ
ケ
ッ
ト
版
で
出
て
い
な
い

単
語
で
も
机
上
版
で
は
あ
っ
た
り

と
、
こ
の
時
ば
か
り
は
手
持
ち
の

辞
書
総
出
で
探
す
こ
と
に
な
る
。

全
て
の
文
字
を
埋
め
る
の
に
早
い

時
は
数
時
間
、
遅
い
と
数
日
か
か

る
が
完
成
時
の
達
成
感
は
ひ
と
し

お
で
あ
る
。 

 

パ
ズ
ル
で
見
つ
け
た
単
語
は
辞

書
に
朱
線
を
引
き
記
録
す
る
こ
と

に
し
た
。
英
ク
ロ
言
葉
探
し
の
旅

は
始
ま
っ
た
ば
か
り
だ
が
、
全
ペ

ー
ジ
を
朱
線
の
言
葉
で
一
杯
に
す

る
よ
う
こ
れ
か
ら
も
沢
山
の
駅
に

停
車
し
な
が
ら
、
楽
し
い
言
葉
探

し
の
旅
を
続
け
て
い
き
た
い
。 

（
中
志
津 

塩
田
倬
雄
） 

 

 
 

桜
へ
の
想
い 

  

今
、
私
は
日
光
輪
王
寺
の
樹
齢

五
〇
〇
年
の
、
染
井
吉
野
を
見
上

げ
て
い
ま
す
。
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ

て
も
横
か
ら
新
芽
を
出
し
て
、
花

を
咲
か
せ
る
生
命
力
に
感
無
量
で

す
。 

 

お
も
え
ば
昭
和
二
十
七
年
四
月

一
日
、
小
学
校
の
入
学
式
、
前
の

日
か
ら
雪
が
降
り
、
薪
ス
ト
ー
ブ

だ
け
の
寒
い
中
、
式
が
終
わ
っ
て

帰
る
と
き
入
学
記
念
と
し
て
頂
い

た
の
が
桜
の
苗
木
で
し
た
。
前
年

度
は
桐
の
苗
木
だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

池
の
側
に
植
え
て
く
れ
た
桜
、

父
が
ト
ラ
ッ
ク
の
タ
イ
ヤ
チ
エ
ー

ン
で
作
っ
て
く
れ
た
ブ
ラ
ン
コ
で

子
供
心
に
私
の
桜
と
、
い
つ
も
そ

こ
で
遊
ん
で
い
た
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。 

 
大
人
に
な
っ
て
、
ふ
る
さ
と
を

離
れ
、
帰
郷
す
る
の
は
桜
の
咲
く

五
月
の
連
休
と
決
め
て
い
ま
し
た
。

一
年
に
一
度
が
、
二
年
に
一
度
、

三
年
に
一
度
と
な
り
、
今
で
は
な

か
な
か
帰
れ
ま
せ
ん
。 

 

戦
後
の
大
変
な
と
き
、
将
来
花

の
あ
る
世
の
中
に
と
願
っ
た
大
人

の
気
持
ち
が
今
で
は
わ
か
る
よ
う

な
気
が
し
ま
す
。 

 

市
民
カ
レ
ッ
ジ
に
入
学
し
、
一

年
の
と
き
、
桜
を
植
え
る
会
に
入

会
し
ま
し
た
。
ま
た
二
年
の
ま
ち

づ
く
り
に
は
、
公
園
に
桜
を
と
提

案
し
た
と
き
、
カ
レ
ッ
ジ
で
友
達

に
な
っ
た
Ｈ
さ
ん
に
、
な
ぜ
桜
な

の
？ 

と
言
わ
れ
た
と
き
、
東
北

人
特
有
の
自
分
の
こ
と
を
、
あ
ま

り
話
し
た
が
ら
な
い
性
格
が
出
て

だ
ま
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
こ

で
Ｈ
さ
ん
ご
め
ん
な
さ
い
。 

 

今
は
、
ま
ち
づ
く
り
で
植
え
た

吉
見
台
公
園
の
桜
を
、
市
民
カ
レ

ッ
ジ
入
学
記
念
と
心
の
中
で
思
い

成
長
を
見
つ
つ
、
ま
た
私
の
こ
と

を
ず
っ
と
、
見
守
っ
て
も
ら
い
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 
 
 

（
染
井
野 

吉
田
宣
子
） 
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桜
に
思
う 

  
旅
を
生
涯
の
友
と
し
た
松
尾
芭

蕉
は
咲
き
ほ
こ
る
桜
を
見
つ
め
、

「
さ
ま
ざ
ま
の
事
思
ひ
出
す
桜
か

な
」
の
句
を
よ
ん
だ
。 

 

冷
た
い
冬
に
耐
え
て
春
の
ぬ
く

も
り
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
と
、
ふ

く
ら
む
よ
う
な
期
待
を
心
に
い
だ

か
せ
る
。
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
思

い
出
を
と
も
な
う
こ
と
で
深
い
期

待
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。 

 

そ
の
春
を
象
徴
す
る
の
が
桜
で

あ
る
。
桜
は
牡
丹
の
よ
う
な
貫
禄

は
な
く
、
椿
の
よ
う
な
強
靭
さ
も

な
い
。
ま
た
梅
の
よ
う
な

ふ
く馥
い
く郁

た
る
香
り
も
な
い
。
し
か
し
い
っ

せ
い
に
咲
き
乱
れ
る
姿
や
、
潔
く

散
る
花
び
ら
の
風
情
に
、
に
お
い

た
つ
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。 

 

山
の
端
に
霧
が
流
れ
、
薄
暗
い

木
立
の
中
の
山
桜
が
朝
日
に
映
え

て
い
く
姿
は
、
本
居
宣
長
の
「
敷

島
の
大
和
心
を
人
問
は
ば
朝
日
に

匂
う
山
桜
花
」
の
歌
を
思
い
だ
す

光
景
で
あ
る
。
夕
映
え
の
な
か
を

散
る
桜
の
花
び
ら
は
、
そ
の
一
枚

一
枚
が
頬
紅
を
染
め
た
よ
う
で

『
古
今
和
歌
集
』
の
な
か
で
も
多

く
歌
わ
れ
て
い
る
。 

 

暗
い
夜
空
の
下
、
わ
ず
か
な
灯

り
に
も
驚
く
ほ
ど
広
く
浮
か
び
あ

が
る
夜
の
桜
、
雨
に
ぬ
れ
な
が
ら

も
誇
ら
し
げ
に
咲
く
桜
に
は
哀
れ

さ
も
た
だ
よ
う
。 

 

「
に
お
う
よ
う
な
」
と
い
う
の

は
、
美
し
い
と
感
じ
る
も
の
を
強

調
す
る
言
葉
と
な
っ
て
い
る
が
、

咲
き
ほ
こ
る
桜
を
表
す
も
っ
と
も

適
切
な
言
葉
か
も
知
れ
な
い
。
そ

れ
は
気
配
と
い
う
か
感
覚
的
な
も

の
で
あ
る
。
日
本
人
が
自
然
の
四

季
の
移
り
か
わ
り
の
な
か
で
、
感

性
を
豊
か
に
し
て
き
た
こ
と
か
ら

生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

 

最
後
に
小
林
一
茶
の
ほ
ほ
え
ま

し
い
句
を
ひ
と
つ
。「
蕗
の
葉
に

煮
し
め
配
り
て
山
ざ
く
ら
」 

 
 
 
 

（
千
成 

大
沼 

誠
） 

 
 

      

 

年
内
立
春 

 

岡
本
先
生
は
、「
今
年
は
閏
年

で
す
ね
ー
」（
で
も
、
閏
年
に
関

係
は
あ
り
ま
せ
ん
）
と
い
う
言
葉

を
言
外
に
匂
わ
せ
な
が
ら
、
黒
板

に
記
さ
れ
て
い
た
。 

 

三
日 

節
分 

 
 

四
日 

立
春 

 

七
日 

旧
元
日 

 

そ
し
て
、
私
達
受
講
生
の
方
に

向
か
れ
、
言
葉
を
続
け
ら
れ
た
。 

「
今
年
は
、
年
内
立
春
で
す
。
古

今
集
に
〝
在
原
元
方
〞
の
歌
が
あ

り
ま
す
。
年
の
内
に
ー
」
と
、
お

っ
し
ゃ
り
な
が
ら
〝
年
の
内
に
春

は
来
に
け
り
一ひ

と

と
せ
を
去
年

こ

ぞ

と
や

い
は
む
今
年
と
や
い
は
む
〞
古
今

集 

在
原
元
方 

と
黒
板
に
書
か

れ
、
更
に 

 
 
 
 

 

「
万
葉
集
最
後
の
歌
に
、
大
伴
家 

 
持
が
、
〝
年
内
立
春
〞
を
詠
ん
で

い
ま
す
」
と
板
書
さ
れ
た
。 

 
 
 
 

 

〝
新あ

ら
た

し
き
年
の
初
め
の
初
春

は
つ
は
る

の

今
日
降
る
雪
の
い
や
重し

け
吉
事

よ

ご

と

〞 

の
一
首
を
ー
。 

 

戦
時
中
は
、
勤
労
奉
仕
に
明
け

暮
れ
た
女
学
生
で
あ
っ
た
私
が
、

実
質
的
に
万
葉
集
を
知
っ
た
の
は
、

戦
後
短
歌
に
魅
了
さ
れ
た
か
ら
で

あ
っ
た
。 

 

あ
る
年
の
元
旦
、
低
く
垂
れ
込

め
た
雪
空
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
降
り

始
め
た
雪
を
手
に
受
け
て
い
た
母

が
「
今
年
は
い
い
年
に
な
り
そ
う

よ
」
と
に
こ
に
こ
し
た
。
雪
は
害

虫
を
死
な
し
め
、
豊
作
を
も
た
ら

す
瑞
兆
で
あ
る
と
い
う
。 

 

明
治
三
十
年
に
生
ま
れ
、
小
学

校
へ
も
行
か
な
か
っ
た
母
に
、
家

持
の
歌
を
告
げ
た
。
頷
き
な
が
ら

聞
い
て
い
た
母
で
あ
っ
た
が
、
耳

に
届
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
か
ー
。 

 
 

 
 

家
持
が
、
元
方
が
「
年
内
立

春
」
を
詠
ん
だ
こ
と
は
、
旧
暦
が

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
、
旧
暦
の
あ

る
潤
い
に
似
た
思
い
が
胸
に
広
が

っ
た
。「
年
内
立
春
」
と
繰
り
返

す
。
何
と
い
う
豊
か
で
煌
煌

き
ら
き
ら

し
い

言
葉
で
あ
る
こ
と
か
。
そ
し
て
希

望
に
溢
れ
た
言
葉
で
は
な
い
か
と

思
う
。 

 
 

（
臼
井 

加
瀬
清
子
） 

  



－４－ 

 

今
月
三
十
日
は
図
書
館
記
念
日

で
す
。
わ
が
国
で
図
書
館
法
が
公

布
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
十
五
年
四

月
三
十
日
で
し
た
が
、
四
十
六
年

に
開
か
れ
た
全
国
図
書
館
大
会
で

こ
の
日
を
図
書
館
記
念
日
に
定

め
、
翌
四
十
七
年
か
ら
日
本
図
書

館
協
会
が
実
施
し
て
き
ま
し
た
。

 

佐
倉
市
に
市
立
図
書
館
が
開
設

さ
れ
た
の
は
昭
和
五
十
一
年
で
し

た
が
、
市
内
の
図
書
館
に
は
多
く

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

あと
がき

さ
く
ら
道 

四
月
は
ピ
カ
ピ
カ
の
一
年
生
。

新
社
会
人
と
し
て
桜
色
に
染
ま
り

希
望
に
満
ち
た
出
発
の
月
と
も
い

え
る
で
し
ょ
う
。
ふ
と
愚
に
も
つ

か
な
い
こ
と
を
思
い
、
な
ぜ
ピ
カ

ピ
カ
の
と
表
現
す
る
の
だ
ろ
う
？ 

上
か
ら
下
ま
で
真
新
し
い
服
を
着

せ
て
貰
い
、
ピ
カ
ピ
カ
光
る
ラ
ン

ド
セ
ル
を
背
負
い
親
の
期
待
を
一

身
に
受
け
て
、
と
い
う
こ
と
で
し

ょ
う
か
。
ま
た
学
生
時
代
と
は
打

っ
て
変
わ
り
、
縦
の
関
係
も
複
雑

に
な
り
仕
事
の
責
任
の
重
さ
を
感

じ
な
が
ら
社
会
人
と
し
て
生
き
て

い
く
第
一
歩
！ 

そ
れ
な
り
に
抱

負
を
胸
に
入
社
式
を
迎
え
ら
れ
た

こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
世
相
は
餃
子
の

毒
入
り
騒
ぎ
、
い
ろ
ん
な
所
で
問

題
が
明
る
み
に
出
る
と
三
人
ぐ
ら

い
並
ん
で
「
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
」

と
頭
を
さ
げ
、
税
金
は
我
が
金
と

ば
か
り
に
使
い
込
む
。
次
の
世
代

の
若
人
に
大
人
と
し
て
の
お
手
本

と
な
る
行
動
を
と
願
う
毎
日
で
す
。 

の
人
が
出
入
り
し
図
書
の
閲
覧
や

借
り
出
し
返
却
に
賑
や
か
な
風
景

が
み
ら
れ
ま
す
。 

 

図
書
館
に
は
、
地
元
の
人
た
ち

が
執
筆
編
集
し
た
本
や
資
料
が
ま

と
め
て
置
か
れ
て
い
ま
す
。
郷
土

資
料
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
す
。 

 

図
書
館
に
行
か
れ
ま
し
た
ら
、

郷
土
資
料
に
目
を
と
お
す
の
も
楽

し
い
も
の
で
す
。
な
お
、『
な
か
ま
』

も
郷
土
資
料
の
一
つ
と
し
て
今
後

と
も
ご
愛
読
願
い
ま
す
。
併
せ
て

ご
投
稿
も
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 

（
金
井
） 

４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/cyuou/index.htm 


