
－１－ 

平成 20 年６月号 №  380 

な かま
発  行  

佐倉市立中央公民館  
な か ま 編 集 係  
〒285-0025 
佐倉市鏑木町 198-3 
電話  (043) 485-1801 

 

2 ページ  健康は最大の宝     山﨑衠良  君が代のルーツ  神取秀夫  
3 ページ  太公望  佐藤 寛  安曇野の方言  宮本定雄  

 

彼
と
の
出
会
い
は
、
私
が
ま
だ

学
生
時
代
で
、
子
供
た
ち
が
安
心

し
て
楽
し
め
る
場
と
し
て
の
里
山

を
、
奉
仕
活
動
で
造
成
し
た
と
き

で
し
た
。 

彼
と
は
多
く
の
友
人
を
含
め
お

付
合
い
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、

誰
か
ら
も
敬
愛
と
信
頼
を
得
て
お

り
、
文
学
に
も
造
詣
が
深
く
ロ
マ

ン
に
富
ん
だ
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。

 

彼
の
す
ご
い
点
は
、
七
十
八
歳

の
高
齢
時
に
出
合
っ
た
一
基
の
庚

申
塔
か
ら
、
不
思
議
な
魅
力
と
息

吹
き
の
衝
撃
を
受
け
、
書
籍
を
漁

り
、
仏
教
事
典
を
座
右
に
梵
字
を

学
び
、
関
東
一
円
の
庚
申
塔
を
尋

ね
歩
き
、
そ
の
研
究
結
果
を
纏
め

あ
げ
た
こ
と
で
す
。 

 

平
成
四
年
二
月
に
は
手
作
り
の

『
庚
申
通
信
』
第
一
号
を
友
人
・

知
人
に
郵
送
し
、
以
後
毎
月
継
続

し
、
平
成
八
年
十
月
の
第
五
十
七

号
で
完
結
さ
せ
ま
し
た
。
腰
痛
持

ち
の
彼
が
細
い
一
本
の
杖
を
頼
り

に
一
都
六
県
を
一
人
で
探
索
し
、

纏
め
あ
げ
た
情
熱
と
そ
の
充
実
し

た
内
容
に
は
、
唯
々
敬
服
す
る
ば

か
り
で
し
た
。 

 

『
庚
申
通
信
』
が
完
結
し
た
後

『
庚
申
行
脚
こ
ぼ
れ
ば
な
し
』
を

書
き
続
け
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
の

最
終
号
は
平
成
十
三
年
八
月
で
、

こ
の
号
の
巻
頭
に
「
ぐ
う
た
ら
男

の
人
生
回
顧
」
と
題
し
た
文
が
記

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
読
ん

だ
と
き
、
私
は
何
か
嫌
な
予
感
に

胸
が
塞
が
る
よ
う
な
思
い
が
し
て

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
一
文

を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

夜
光
虫
の
青
色
い
光
を
浴
び
な

が
ら 

深
夜
の
海
を
泳
ぎ
回
っ
た

こ
と
も
あ
っ
た
。 

 
喘
ぎ
な
が
ら
登
っ
て
き
た
山
頂

で 
雲
海
が
消
え
ゆ
く
一
瞬 

大

宇
宙
を
感
じ
と
っ
た
こ
と
も
あ
っ

た
。 

 

試
行
錯
誤
の
濃
霧
の
中
を 

迷

い
続
け
て
き
た
幾
年
月
も
あ
っ
た
。 

 

あ
と
三
年
で
九
十
五
の
峠
を
迎

え
る
。
そ
こ
に
向
か
っ
て 

徐
か

に
歩
い
て
い
こ
う
。 

峠
の
向
こ
う
が 

美
し
い
花
園

で
あ
ろ
う
が 

炎
熱
渦
巻
く
砂
漠

で
あ
ろ
う
が 

ひ
た
す
ら
に 

靜

か
に
歩
い
て
行
こ
う
。 

 

私
は
す
ぐ
に
電
話
を
か
け
ま
し

た
が
、
「
昨
日
も
十
四
回
目
の
講

演
を
務
め
た
。
県
の
高
齢
者
百
人

の
匠
に
選
定
さ
れ
た
よ
」
と
の
元

気
な
声
が
返
り
安
心
し
ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
彼
は
そ
の
二
ヵ
月
後

の
十
月
に
、
脳
梗
塞
の
た
め
、
突

然
霊
の
世
界
に
旅
立
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
私
は
今
で
も
彼
が
何
と

な
く
死
を
予
感
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

彼
は
七
十
八
歳
と
い
う
高
齢
で

庚
申
塔
の
研
究
に
取
り
組
み
、
そ

の
結
果
を
纏
め
ま
し
た
が
、
私
は

ま
だ
七
十
一
歳
で
す
。
こ
の
二
月

の
佐
倉
市
民
カ
レ
ッ
ジ
（
歴
史
コ

ー
ス
）
卒
業
時
に
提
出
し
た
研
究

レ
ポ
ー
ト
の
内
容
を
よ
り
充
実
す

べ
く
、
彼
の
足
元
に
も
及
び
ま
せ

ん
が
、
追
録
版
を
纏
め
よ
う
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。  

 
 
 
 
 
 
 

（
編
集
委
員
） 

あ
る
大
先
輩
の
こ
と 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安 

田 

齊 

治
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健
康
は
最
大
の
宝 

 
私
の
最
大
の
関
心
事
は「
健
康
」

で
あ
り
、
最
大
の
宝
で
も
あ
る
。 

 

釜
石
市
の
下
河
原
孝
氏
（
百
一

歳
）
は
全
日
本
マ
ス
タ
ー
ズ
陸
上

大
会
や
り
投
げ
百
歳
以
上
の
部
で

十
二･

四
二
㍍
を
投
げ
世
界
新
記

録
を
作
っ
た
と
い
う
。
毎
日
ウ
ォ

ー
キ
ン
グ
四
十
分
と
腕
立
て
伏
せ

二
十
回
続
け
て
い
る
そ
う
で
あ
る

（
朝
日
新
聞 

Ｈ
19･

10･

27
）。 

私
は
自
分
で
決
め
た
健
康
維
持

の
為
の
日
課
を
必
ず
実
行
す
る
こ

と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
る
。 

一
、
早
寝
早
起
き
病
知
ら
ず 

子
供
の
頃
、
父
に
言
わ
れ
た
こ

と
で
あ
る
。
朝
四
〜
五
時
起
床
、

午
後
八
〜
九
時
就
寝
と
し
て
い
る
。 

二
、
毎
日
頭
と
身
体
を
使
う 

手
頃
な
仏
典
、
俳
句
等
の
著
書

を
読
み
、
考
え
、
実
行
し
て
み
る
。

「
古
人
の
糟
魄
」（
聖
人
の
道
の
本

旨
は
言
語
。
文
章
に
よ
っ
て
人
に

伝
え
ら
れ
な
い
。
書
物
に
あ
る
も

の
は
そ
の
粕
ば
か
り
で
あ
る
。
…

新
潮
辞
典
）
と
も
い
う
の
で
、
せ

め
て
先
学
の
歩
い
た
道
を
実
際
に

歩
い
て
道
す
が
ら
考
え
る
方
法
も

あ
る
と
思
い
実
行
し
て
い
る
。 

平
成
十
九
年
盛
夏
に
は
道
元
禅

師
が
京
都
か
ら
福
井
県
の
永
平
寺

に
行
か
れ
た
旧
道
を
山
、
峠
を
越

え
八
日
間
で
二
百
五
十
㌔
歩
い
た
。

四
国
の
八
十
八
ヶ
寺
の
歩
き
遍
路
、

新
四
国
八
十
八
ヶ
寺
の
御
府
内
八

十
八
ヶ
寺
（
東
京
）
、
吉
橋
大
師

（
八
千
代
市
）
、
千
葉
寺
十
善
講

等
も
歩
い
て
参
拝
し
て
き
た
。 

芭
蕉
の
足
跡
を
辿
る
た
め
、
江

東
区
常
磐
の
芭
蕉
記
念
館
か
ら
秋

田
県
象
潟
の
蚶か

ん

満
寺

ま

ん

じ

ま
で
も
歩
い

た
。 ウ

ォ
ー
キ
ン
グ
は
三
十
三
歳
か

ら
の
日
課
で
あ
る
。
七
十
三
歳
か

ら
三
年
間
は
毎
日
三
万
歩
を
や
り

通
そ
う
と
目
標
を
決
め
、
毎
日
の

食
事
管
理
の
た
め
の
食
材
と
併
せ

記
録
し
て
い
る
。
勿
論
、
苦
し
い

こ
と
も
あ
る
が
楽
し
く
も
あ
る
。 

御
陰
様
で
こ
こ
五
年
間
は
歯
科

医
以
外
病
院
に
行
っ
て
な
い
。 

 
 
 

（
井
野 

山
﨑 

衠
良
） 

  

 

君
が
代
の
ル
ー
ツ 

 

学
校
行
事
な
ど
で
の
君
が
代
斉

唱
に
つ
い
て
、
時
折
り
ト
ラ
ブ
ル

な
ど
の
新
聞
記
事
を
み
か
け
ま
す
。

ま
た
、
平
成
十
九
年
十
二
月
号
の

『
な
か
ま
』
に
「
君
が
代
で
想
う

こ
と
」が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

国
歌
の
あ
り
方
を
考
え
て
ゆ
く

上
で
、
君
が
代
の
ル
ー
ツ
を
知
る

こ
と
も
あ
な
が
ち
意
味
の
な
い
こ

と
で
は
な
い
と
思
い
、
最
近
の
見

聞
を
も
と
に
駄
文
に
ま
と
め
て
み

ま
し
た
。 

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
企
画

展
示
「
長
岡
京
遷
都
」
（
平
成
十

九
年
十
月
〜
十
二
月
）
の
漢
詩
か

ら
和
歌
へ
の
コ
ー
ナ
ー
で
、
古
今

和
歌
集
（
歴
博
所
蔵
の
俊
成
本
）

の
君
が
代
の
ル
ー
ツ
と
い
わ
れ
る

和
歌
が
書
か
れ
て
い
る
ペ
ー
ジ
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

当
該
箇
所
は
、
和
歌
集
の
賀
歌

（
お
祝
い
の
歌
）
の
中
の
一
首
、 

「
我
が
君
は
千
世
に
や
ち
よ 

に
さ
ざ
れ
石
の
い
わ
お
と
な 

り
て
こ
け
の
む
す
ま
で
」 

 
 
 
 
 
 
 

読
人
不
知 

 
 

初
句
の
「
君
が
代
」
が
「
我
が
君
」

と
な
っ
て
い
る
点
が
異
な
る
も
の

で
す
。 

私
も
今
回
の
企
画
展
示
の
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
参
加
で
、
君
が
代
の
ル

ー
ツ
を
は
じ
め
て
目
に
し
ま
し
た
。

こ
の
ル
ー
ツ
に
つ
い
て
は
、
ご
来

場
の
中
高
年
の
皆
様
の
関
心
が
特

に
高
か
っ
た
よ
う
で
、
私
達
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
な
に
か
と
多
く
の
質

問
が
あ
り
ま
し
た
。 

な
お
、
古
今
和
歌
集
は
、
古
今

の
和
歌
を
集
め
た
最
初
の
勅
撰
和

歌
集
で
、
醍
醐
天
皇
の
勅
に
よ
り

西
暦
九
〇
一
年
〜
九
二
三
年
に
成

立
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

現
在
か
ら
千
年
以
上
も
昔
の
平

安
時
代
に
、
君
が
代
の
ル
ー
ツ
な

る
も
の
が
詠
ま
れ
て
い
た
と
は
、

感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

（
中
志
津 

神
取 

秀
夫
） 
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太 

公 

望 
  

釣
り
を
す
る
人
の
事
を
、
太
公

望
と
言
っ
た
り
し
ま
す
が
、
こ
れ

は
中
国
の
文
王
と
呂
尚
の
故
事
か

ら
出
て
い
る
の
で
す
。 

 

周
の
文
王
が
あ
る
時
猟
に
出
よ

う
と
し
て
、
吉
凶
を
占
っ
た
と
こ

ろ
「
獲え

物
は
竜
で
も
蛇
で
も
虎
で

も
ひ
ぐ
ま
で
も
な
い
。
天
下
を
制

す
る
王
様
の
手
助
け
を
し
て
く
れ

る
人
物
と
会
う
だ
ろ
う
」
と
い
う

卦け

が
出
ま
し
た
。 

 

そ
れ
か
ら
文
王
が
猟
に
出
か
け

る
と
、
果
た
し
て
渭い

水
の
北
岸
で

釣
り
を
し
て
い
る
呂
尚
に
出
会
い

い
ろ
い
ろ
と
話
を
し
て
い
る
内
に

秀
れ
た
人
物
で
あ
る
事
が
分
か
り

ま
し
た
。 

 

文
王
は
大
い
に
喜
ん
で
「
太○

公○

君
を
望○

む
や
久
し
（
私
の
父
も
、

あ
な
た
の
よ
う
な
人
が
出
て
来
る

の
を
、
久
し
く
待
ち
望
ん
で
い
た

の
で
す
）」
と
言
っ
て
、
自
分
の

車
に
乗
せ
て
帰
り
ま
し
た
。 
 

こ
の
文
王
の
言
葉
か
ら
、
呂
尚

の
事
を
、
太
公
望
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
話
は
、
司
馬
遷せ

ん

の
書
い
た

『
史
記
』
に
載
っ
て
い
ま
す
が
、

司
馬
遷
は
、
文
王
と
呂
尚
が
結
ば

れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
他
に
も

二
つ
の
話
を
紹
介
し
て
い
ま
す
か

ら
、
ど
れ
が
本
当
な
の
か
は
、
定

か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

併
し
占
い
の
か
ら
ん
だ
こ
の
話

が
、
二
人
の
出
会
い
と
し
て
は
最

も
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
だ
っ
た
の
で
、

一
番
有
名
に
な
り
、
や
が
て
は
釣

り
を
す
る
人
の
事
も
、
太
公
望
と

言
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

そ
の
後
呂
尚
は
文
王
を
良
く
助

け
、
文
王
も
善
政
を
布し

い
て
、
や

が
て
周
王
朝
が
栄
え
る
基
礎
を
築

き
ま
し
た
。 

 

川
柳
に
も｢

釣
れ
ま
す
か
な
ど

と
文
王
そ
ば
へ
寄
り｣

と
い
う
句

が
あ
り
ま
す
が
、
呂
尚
程
の
大
人

物
を
見
事
に
釣
り
あ
げ
た
文
王
こ

そ
、
実
は
最
高
の
釣
り
師
だ
っ
た

の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 
 
 

（
表
町 

佐
藤 

寛
） 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

安
曇
野
の
方
言 

  

信
州
は
至
る
所
観
光
地
で
、
上

高
地
や
安
曇
野
方
面
へ
行
く
人
が

だ
ん
ト
ツ
。
そ
こ
で
安
曇
野
で
今

も
広
く
使
わ
れ
て
い
る
方
言
百
近

く
あ
る
中
で
、
主
な
も
の
を
ご
紹

介
。
こ
れ
さ
え
完
全
に
マ
ス
タ
ー

す
れ
ば
、
現
地
の
人
と
の
世
間
話

に
花
咲
く
こ
と
請
け
合
い
。 

よ
う
さ
ま
＝
夜
間
／
ど
べ
た
＝

泥
深
き
田
／
よ
ん
べ
な
＝
昨
夜
／

け
み
や
＝
納
屋
／
を
か
た
＝
妻
／

お
っ
さ
ま
＝
叔
父
さ
ま
／
に
か
っ

こ
＝
赤
子
／
ぐ
ざ
る
＝
叱
る
／
げ

ー
ろ
＝
蛙
／
ど
ん
び
き
＝
大
き
い

蛙
／
や
た
ら
に
＝
み
だ
り
に
／
あ

づ
き
み
＝
あ
ぐ
ら
／
ぐ
ず
＝
の
ろ

ま
／
ず
く
＝
や
る
気
／
う
ん
ら
＝

奴
等
／
あ
ば
ね
＝
さ
よ
う
な
ら
／

こ
の
が
る
＝
頭
を
下
げ
低
い
姿
勢

に
な
る
／
や
ぶ
せ
っ
た
い
＝
退
屈

ま
た
は
邪
魔
そ
う
／
あ
ば
さ
れ
る

＝
ふ
ざ
け
る
／
あ
ん
じ
ゃ
ね
え
＝

心
配
い
ら
な
い
／
あ
だ
じ
ゃ
ね
え

＝
面
倒
だ
ね
／
お
て
し
ょ
＝
小
皿

／
え
ん
で
、
え
べ
や
＝
歩
い
て
、

行
こ
う
や
／
お
ぞ
い
＝
古
く
さ
い

／
か
ま
け
る
＝
愚
痴
を
零
す
／
き

ぼ
っ
く
り
＝
恋
人
／
ご
た
＝
冗
談

／
が
っ
た
＝
悪
戯
／
さ
ん
だ
す
＝

差
し
出
す
／
ぶ
す
っ
つ
ら
＝
不
平

顔
／
み
や
ま
し
い
、
ま
た
は
ま
て

え
＝
丁
寧
／
の
て
＝
い
き
な
り
／

て
き
な
い
＝
体
が
だ
る
い
／
な
っ

ち
ょ
し
た
＝
ど
う
し
た
の
か
／
て

ん
で
に
＝
各
自
に
／
ど
じ
こ
く
＝

駄
々
を
捏
ね
る
／
じ
き
に
＝
直
ぐ

に
／
の
の
さ
ま
＝
仏
様
／
ま
め
っ

て
え
＝
健
康
／
ま
つ
べ
る
＝
面
倒

を
見
る
／
も
う
ら
し
い
＝
か
わ
い

そ
う
／
む
さ
い
＝
汚
い
／
み
ぐ
さ

い
＝
見
苦
し
い
／
わ
に
る
＝
恥
ず

か
し
が
る
／
や
っ
く
ら
＝
わ
ざ
と

／
せ
ん
ぜ
る
＝
人
に
物
を
上
げ
る

／
か
ん
ま
す
＝
掻
き
回
す
／
よ
う

い
と
＝
ゆ
っ
く
り
と
／
な
か
ら
＝

お
よ
そ
／
よ
り
あ
う
＝
手
伝
う
／

こ
て
さ
れ
ね
え
＝
具
合
良
く
て
た

ま
ら
な
い
／
し
ゃ
ら
さ
び
＝
凄
く

寒
い
／
さ
さ
ら
ほ
さ
ら
＝
め
ち
ゃ

く
ち
ゃ
／
じ
ょ
け
る
＝
ふ
ざ
け
る 

 
 
 
 

 

（
千
成 

宮
本 

定
雄
） 

 



－４－ 

 

さ
わ
や
か
な
緑
の
風
を
満
喫
し

て
い
る
内
に
、
も
う
雨
の
季
節
に

入
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
今
年
の

気
候
は
不
順
な
こ
と
も
多
く
、
環

境
の
悪
化
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。 

 
今
月
も
多
く
の
投
稿
を
頂
き
、

掲
載
す
る
四
編
を
選
ぶ
難
し
さ
を

感
じ
て
い
ま
す
。
季
節
に
触
れ
た

作
品
が
時
節
を
失
す
る
こ
と
も
あ

り
、
申
し
訳
な
く
思
っ
て
い
ま
す
。

 

年
齢
を
重
ね
る
ご
と
に
、
健
康

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

あと
がき

さ
く
ら
道 

昨
年
だ
っ
た
と
思
う
が
、
第
十

回
世
界
洋
菓
子
コ
ン
ク
ー
ル
が
フ

ラ
ン
ス
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

コ
ン
ク
ー
ル
に
は
、
各
国
を
代

表
す
る
菓
子
職
人
が
三
人
一
組
で

十
二
チ
ー
ム
参
加
し
、
十
時
間
で

各
種
の
洋
菓
子
を
作
り
、
そ
の
美

し
さ
と
味
を
競
い
合
う
も
の
で
す
。

最
後
の
片
付
け
ま
で
も
審
査
対
象

に
な
っ
て
お
り
、
気
の
抜
け
な
い

勝
負
だ
そ
う
で
す
。 

優
勝
は
何
処
の
国
の
人
が
食
べ

て
も
美
味
し
い
と
思
う
洋
菓
子
を

目
標
に
し
、
黄
粉
と
黒
糖
な
ど
で

組
み
立
て
た
デ
ザ
ー
ト
で
勝
負
し

た
日
本
代
表
で
し
た
。
チ
ー
フ
は

「
菓
子
作
り
は
先
ず
衛
生
面
が
大

切
な
の
で
す
。
普
段
の
仕
事
の
延

長
線
上
に
、
優
勝
が
あ
っ
た
だ
け

な
の
で
す
」
と
話
し
て
い
ま
し
た
。 

普
段
の
地
道
な
仕
事
や
努
力
こ

そ
が
、
す
ば
ら
し
い
結
果
に
つ
な

が
る
こ
と
を
、
こ
の
菓
子
職
人
さ

ん
達
が
教
え
て
く
れ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。 

の
大
切
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。
健

康
法
も
色
々
あ
る
で
し
ょ
う
が
、

自
分
に
合
っ
た
方
法
を
見
つ
け
た

い
も
の
で
す
ね
。
君
が
代
も
小
学

生
の
頃
に
『
岩
音
鳴
り
て
』
と
意

味
も
判
ら
ず
に
唱
っ
て
い
た
の
を

思
い
出
し
ま
し
た
。
南
画
の
主
題

な
ど
に
も
使
わ
れ
る
太
公
望
で
す

が
、
大
物
を
釣
り
上
げ
る
文
王
に

な
り
た
い
で
す
ね
。
ふ
る
里
の
訛

な
つ
か
し
…
な
が
ら
、
よ
そ
者
が

聞
く
と
、「
エ
ッ
」
と
言
う
よ
う
な

意
味
の
方
言
も
楽
し
い
で
す
ね
。 

 

こ
れ
か
ら
も
沢
山
の
投
稿
お
ま

ち
し
て
い
ま
す
。 

 

（
田
中
） 

６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 


