
－１－ 

平成 20 年９月号 №  383 

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  雪斎樂事 戸井 和雄  押し花との出会い  増田 鎮男

3 ページ  遥かなる座禅道 佐々木 栄  現代楢山節考 佐藤 道惇

 

「
岩
手
北
部
地
震
」
を
覚
え
て

い
ま
す
か
。
六
月
十
四
日
に
発
生

し
た
「
岩
手
・
宮
城
内
陸
地
震
」

に
続
き
七
月
二
十
四
日
に
発
生
し

た
も
の
で
あ
る
。
奥
入
瀬
渓
流
沿

い
で
落
石
が
あ
り
、
道
路
が
通
行

止
等
の
被
害
が
あ
っ
た
。
復
旧
は

早
か
っ
た
が
夏
の
観
光
シ
ー
ズ
ン

を
迎
え
る
東
北
地
方
で
は
、
ツ
ア

ー
の
キ
ャ
ン
セ
ル
が
相
次
い
だ
そ

う
だ
。 

 

昨
年
こ
の
地
方
を
旅
し
て
、
自

然
や
多
く
の
観
光
地
に
堪
能
し
、

ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
体
験
を
し
た
旅

を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

 

「
新
緑
の
奥
入
瀬
渓
流
沿
い
を

歩
い
て
み
た
い
」
と
言
う
夫
と
、

十
和
田
、
奥
入
瀬
、
八
甲
田
の
平

凡
な
二
泊
三
日
の
ツ
ア
ー
に
申
し

込
ん
だ
。
出
発
日
は
、
一
週
間
前

に
発
生
し
た
台
風
四
号
が
大
型
化

し
、
「
今
日
に
も
房
総
半
島
直
撃

か
、
そ
の
後
東
北
地
方
へ
向
か
う
」

と
い
う
予
報
が
で
た
、
そ
ん
な
状

況
の
中
、
小
雨
降
る
早
朝
家
を
出

発
し
、
一
路
盛
岡
を
め
ざ
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
嬉
し
い
こ
と
に
、
北

の
盛
岡
で
は
、
ま
だ
台
風
の
影
響

が
な
く
晴
天
だ
っ
た
。
今
回
の
旅

で
、
私
が
目
的
と
し
て
い
た
十
和

田
湖
畔
に
佇
む
「
乙
女
の
像
」
を

見
物
、
向
き
合
っ
た
像
の
片
方
は
、

湖
に
映
る
姿
を
表
現
し
て
お
り
、

眼
が
空
洞
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

ど
の
角
度
か
ら
観
て
も
、
視
線
が

合
う
よ
う
に
造
ら
れ
た
そ
う
で
す
。 

精
巧
に
造
ら
れ
た
像
に
感
動
し
、

暫
く
こ
の
場
を
離
れ
ら
れ
な
か
っ

た
。 

 

二
日
目
の
奥
入
瀬
散
策
の
出
発

点
、
「
子ね

の
口く

ち

」
で
降
り
出
し
た

雨
は
、
暫
く
し
て
や
み
、
渓
流
と

多
く
の
滝
を
堪
能
し
、
つ
い
で
に

森
林
浴
も
満
喫
し
て
、
九
㌖
の
散

策
を
終
え
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
三
日

目
は
、
昨
夜
か
ら
降
り
続
く
雨
の

中
ツ
ア
ー
は
、
予
定
通
り
八
甲
田

に
向
か
っ
た
。
車
中
ガ
イ
ド
さ
ん

か
ら
「
昨
日
の
ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
は
、

強
風
で
運
休
し
た
」
と
説
明
が
あ

っ
た
が
、
今
日
は
運
休
に
な
ら
な

い
よ
う
に
願
う
ば
か
り
で
し
た
。

願
い
が
通
じ
た
の
か
八
甲
田
山
に

近
づ
く
に
つ
れ
、
天
気
も
回
復
し

青
空
が
見
え
て
き
た
。
ロ
ー
プ
ウ

ェ
ー
で
辿
り
着
い
た
山
頂
で
は
、

紺
碧
の
空
と
、
遠
く
の
山
々
や
下

北
半
島
ま
で
見
渡
せ
た
。
天
候
を

心
配
し
な
が
ら
の
今
回
の
旅
は
、
最

後
の
観
光
地
八
甲
田
山
で
、
天
気

に
恵
ま
れ
た
事
に
感
謝
・
感
謝
。 

 

興
奮
ぎ
み
で
立
ち
寄
っ
た
国
民

温
泉
「
酸
ヶ
湯

す

か

ゆ

」
で
耳
に
し
た
ニ

ュ
ー
ス
、
一
瞬
三
年
前
（
二
〇
〇

四
年
）
の
「
新
潟
県
中
越
地
震
」

の
再
放
送
と
思
っ
た
が
、
午
前
中

（
七
月
十
六
日
十
時
十
三
分
）
に

発
生
し
た
地
震
（
後
に
名
づ
け
ら

れ
た
新
潟
県
中
越
沖
地
震
）
の
ニ

ュ
ー
ス
で
あ
る
。
旅
行
を
満
喫
し

て
い
る
人
が
い
る
一
方
で
、
二
度

も
続
け
て
災
害
に
あ
っ
た
人
も
い

る
こ
と
の
違
い
に
、
複
雑
な
思
い

が
し
た
。 

（
編
集
委
員
） 
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雪
斎
樂
事 

  
旧
堀
田
邸
の
床
間
に
掛
軸
が
あ

る
。
掛
軸
に
は
太
字
で
樂
と
書
か

れ
、
そ
の
上
部
に
細
字
で
樂
の
内

容
が
、
左
側
に
源
桂
閣
の
銘
が
あ

る
。
こ
の
「
樂
」
の
掛
軸
は
明
治

九
年
冬
こ
の
屋
敷
の
主
で
あ
っ
た

堀
田
正
倫
の
依
頼
で
、
甥
の
源
桂

閣
の
手
に
よ
る
書
で
あ
る
。
源
桂

閣
と
は
正
倫
の
姉
の
子
で
最
後
の

高
崎
藩
主
大
河
内
輝
声

て

る

な

で
あ
る
。

明
治
二
十
三
年
正
倫
は
東
京
か
ら

佐
倉
に
移
住
し
ま
す
が
、
そ
の
目

的
は
権
勢
や
虚
飾
の
渦
巻
く
都
会

を
離
れ
、
静
か
な
環
境
で
素
朴
に

暮
し
、
国
力
の
源
で
あ
る
教
育
や

農
業
に
力
を
尽
し
た
い
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
そ
れ
は
正
に
こ
の
掛

軸
の
樂
の
意
味
す
る
も
の
と
一
致

す
る
も
の
で
し
た
。 

 

昨
年
の
或
日
、
私
は
歴
博
所
蔵

の
古
文
書
、
佐
原
の
伊
能
茂
左
衛

門
家
文
書
の
整
理
作
業
を
し
て
い

て
、
伊
能
景
晴
の
日
記
に
「
清
江

之
蘭
香
雪
斎
樂
事
」
と
書
か
れ
た

文
章
を
発
見
し
驚
き
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
文
久
元
年
二
月
二
十
三
日

付
で
、
堀
田
邸
の
掛
軸
で
見
た

「
樂
」
と
全
く
同
じ
文
章
だ
っ
た

の
で
す
。
雪
斎
と
は
、
駿
河
国
生

ま
れ
、
京
都
建
仁
寺
で
修
行
、
妙

心
寺
の
大
休
宗
休
の
法
を
つ
ぎ
、

駿
河
国
臨
済
寺
を
開
創
し
、
清
水

の
清
見
寺
等
の
住
職
と
な
り
、
後

に
駿
河
の
今
川
義
元
を
補
佐
し
て

戦
国
大
名
間
の
和
議
斡
旋
に
つ
と

め
た
人
で
あ
る
。
こ
の
文
章
に
は

静
か
な
環
境
の
中
で
善
人
の
善
行

や
善
言
を
学
び
飾
り
の
な
い
質
素

な
生
活
、
多
様
な
友
人
と
交
わ
り
、

自
然
を
楽
し
み
、
正
直
で
潔
い
等

と
、
雪
斎
の
楽
し
み
が
書
か
れ
て

い
る
。 
 

幕
末
を
京
都
妙
心
寺
に
過
ご
し

た
正
倫
と
同
じ
妙
心
寺
で
修
行
し

た
雪
斎
の
心
に
通
じ
る
も
の
が
あ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
佐
原

の
文
人
伊
能
景
晴
の
日
記
に
見
た

も
の
壮
大
で
混
乱
に
満
ち
た
歴
史

の
中
に
変
わ
ら
な
い
心
の
流
れ
を

感
じ
、
様
々
な
人
々
の
交
差
と
時

代
の
変
化
等
の
思
い
は
尽
き
な
い

の
で
あ
る
。 

（
城
内
町 

戸
井
和
雄
） 

 

押
し
花
と
の
出
会
い 

 
 

 

定
年
を
迎
え
、
こ
れ
か
ら
何
を

す
る
の
か
が
決
ま
っ
て
い
な
い
時

に
園
芸
科
の
あ
る
学
校
に
入
っ
た
。 

講
義
の
な
か
に
、
二
時
間
だ
け

「
押
し
花
」
と
い
う
授
業
が
組
ま

れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
「
し
お
り

と
ハ
ガ
キ
」
を
作
っ
た
。
先
生
が

寄
贈
さ
れ
た
「
ボ
タ
ン
の
絵
」
の

作
品
を
見
た
時
、
こ
ん
な
素
晴
ら

し
い
押
し
花
の
絵
が
で
き
る
の
か

と
驚
き
、
感
動
し
た
の
を
覚
え
て

い
る
。
そ
れ
以
降
、
ク
ラ
ブ
活
動

を
立
ち
上
げ
毎
月
一
度
の
レ
ッ
ス

ン
を
受
け
て
現
在
は
イ
ン
ス
ト
ラ

ク
タ
ー
の
資
格
を
取
得
す
る
ま
で

に
な
っ
た
。 

 

所
属
は
、
日
本
ヴ
ォ
ー
グ
社
の

「
ふ
し
ぎ
な
花
倶
楽
部
」
と
い
う

所
で
、
男
性
は
日
本
で
僅
か
65
名

と
非
常
に
少
な
い
が
「
男
の
押
し

花
倶
楽
部
」
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、

関
東
近
郊
の
先
生
方
と
の
交
流
や

勉
強
会
等
で
新
し
い
出
会
い
の
場

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

市
民
カ
レ
ッ
ジ
で
は
、
同
級
生

と
一
緒
に
一
年
生
の
夏
休
み
と
春

休
み
に
数
回
ず
つ
練
習
を
し
た
。

自
分
が
感
動
し
た
押
し
花
を
仲
間

に
も
味
わ
っ
て
も
ら
え
れ
ば
と
考

え
て
い
た
の
が
は
じ
め
た
理
由
で

あ
る
。
昨
年
の
文
化
祭
に
は
「
押

し
花
グ
ル
ー
プ
」
と
し
て
46
点
の

作
品
を
展
示
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

蕨
総
長
も
展
示
会
場
に
お
見
え
に

な
り
、
押
し
花
作
品
に
も
興
味
を

も
た
れ
、
後
日
、
作
り
方
な
ど
を

説
明
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
が
あ

っ
た
。
今
年
も
、
春
休
み
に
各
人

１
点
制
作
し
て
あ
る
の
で
、
夏
休

み
も
頑
張
れ
ば
去
年
よ
り
多
く
の

作
品
が
出
品
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
大
い
に
期
待
し
て
い
る
。 

 

僅
か
、
二
時
間
の
授
業
が
新
し

い
趣
味
と
な
り
、
い
ろ
い
ろ
な
出

会
い
や
仲
間
作
り
の
き
っ
か
け
に

な
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
て
い
る
。

教
育
の
素
晴
ら
し
さ
と
重
要
性
や

積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
の
必
要

性
を
感
じ
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と

続
け
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。 

 
 
 

（
稲
荷
台 

増
田
鎮
男
） 
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遥
か
な
る
座
禅
道 

  
早
朝
座
禅
を
終
え
、
趣
味
の
イ

タ
リ
ア
語
の
勉
強
に
取
り
組
ん
で

い
た
午
前
七
時
四
十
五
分
頃
、
携

帯
電
話
が
突
然
鳴
っ
た
。
結
婚
し

て
東
京
に
住
ん
で
い
る
長
女
が
メ

ー
ル
で
、「
日
テ
レ
で
、
座
禅
と

写
経
に
つ
い
て
の
特
集
を
や
っ
て

い
る
よ
」、
と
知
ら
せ
て
き
た
の

だ
。 

 

す
ぐ
に
勉
強
を
中
断
し
て
、
チ

ャ
ン
ネ
ル
を
ひ
ね
る
。
ズ
ー
ム
イ

ン
ス
ー
パ
ー
と
い
う
番
組
が
、
最

近
若
い
女
性
の
間
で
、
座
禅
と
写

経
が
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
と
放

映
し
て
い
た
の
で
、
思
わ
ず
ニ
ヤ

リ
と
し
た
。
定
年
後
、
熱
心
だ
っ

た
ゴ
ル
フ
や
競
馬
か
ら
少
し
ず
つ 

身
を
引
き
、
生
活
の
中
心
を
座
禅

や
写
経
、
そ
れ
に
イ
タ
リ
ア
語
の

勉
強
に
移
し
た
甲
斐
が
あ
る
と
い

う
も
の
だ
。 

 

し
か
し
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、 

今
時
の
若
い
女
性
た
ち
と
好
み
が

一
致
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ

で
今
更
何
が
期
待
で
き
る
の
だ
。 

な
ん
と
な
く
腹
立
た
し
く
な
り
、

番
組
終
了
後
、「
お
前
も
座
禅
を

始
め
た
ら
ど
う
だ
、
喝
！
」
と
の 

メ
ー
ル
を
送
り
つ
け
た
。
親
切
心

が
仇
に
な
っ
た
娘
は
、
逆
ギ
レ
じ

み
た
メ
ー
ル
に
ビ
ッ
ク
リ
し
た
こ

と
だ
ろ
う
。 

 

昨
年
の
五
月
初
旬
か
ら
、
自
宅

か
ら
自
転
車
で
十
五
分
ほ
ど
の
と

こ
ろ
に
あ
る
臨
済
宗
の
古
刹
で
、

最
初
は
座
禅
を
、
三
ヵ
月
後
か
ら 

写
経
も
始
め
た
の
だ
が
、
今
で
は

欠
か
さ
ず
自
宅
で
も
座
禅
を
実
行

し
て
い
る
。
私
が
通
う
こ
の
禅
寺

は
、
庭
も
建
物
も
大
変
き
れ
い
で
、

座
禅
会
や
写
経
会
は
無
料
で
あ
る
。 

お
ま
け
に
、
抹
茶
や
煎
茶
、
そ
れ

に
昨
年
よ
り
小
振
り
に
な
っ
た
の

は
少
々
気
に
な
る
が
、
和
菓
子
の

サ
ー
ビ
ス
も
あ
る
。
し
か
し
世
の

中
、
只
よ
り
恐
い
も
の
は
無
い
と 

い
う
で
は
な
い
か
、
時
々
は
お
布

施
を
し
な
け
れ
ば
、
と
思
う
今
日

こ
の
頃
で
あ
る
。 

 
 
 

（
井
野 

佐
々
木 

栄
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

現
代
楢
山
節
考 

 

「
来
る
○
月
○
日
午
後
五
時
か

ら
、
さ
く
ら
ホ
ー
ル
に
て
小
生
の

お
別
れ
会
を
行
い
ま
す
の
で
、
何

卒
お
繰
り
合
わ
せ
ご
出
席
賜
り
ま

す
よ
う
ご
案
内
申
上
げ
ま
す
。」 

先
月
「
安
楽
死
法
」
が
施
行
さ

れ
、
晴
れ
て
「
最
後
の
晩
餐
会
」

を
開
く
事
が
で
き
た
の
だ
。
慌
し

い
通
夜
の
後
の
「
お
清
め
」
に
集

ま
っ
て
も
ら
っ
て
も
、
互
い
に
歓

を
交
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

私
は
絵
や
俳
句
の
趣
味
が
な
く
、 

専
ら
ゴ
ル
フ
や
庭
仕
事
な
ど
身
体

を
使
う
事
に
老
後
の
楽
し
み
を
見

出
し
て
き
た
が
、
老
化
し
て
ゴ
ル

フ
が
で
き
な
く
な
り
ボ
ウ
リ
ン
グ

に
転
向
し
た
。
今
後
も
っ
と
衰
え

て
殆
ど
動
け
な
い
状
態
に
な
っ
た

ら
何
を
生
き
が
い
に
消
光
す
れ
ば

よ
い
の
か
。
介
護
者
の
世
話
に
な

っ
て
老
醜
を
晒
す
よ
り
は
、
早
く

死
な
せ
て
貰
い
た
い
と
願
う
だ
ろ

う
。
そ
の
時
に
痛
か
っ
た
り
苦
し

ん
だ
り
す
る
の
は
嫌
だ
。 

 

同
じ
思
い
の
寝
た
き
り
老
人
が 

大
勢
い
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
し
、 

吞
み
会
で
も
同
様
の
話
が
出
る
。 

そ
れ
な
の
に
、
そ
う
い
う
安
楽
死 

願
望
の
声
は
マ
ス
コ
ミ
に
は
な
か

な
か
現
れ
な
か
っ
た
。
働
き
盛
り

の
論
客
達
に
は
、
自
ら
の
終
末
期

な
ど
考
え
る
余
裕
が
無
か
っ
た
の 

か
も
知
れ
な
い
。 

 

そ
れ
で
も
次
第
に
こ
う
い
う
老

人
達
の
真
剣
な
思
い
が
報
道
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
旦
公
の
場

で
議
論
が
始
ま
る
と
、
反
対
の
根

拠
と
な
っ
て
い
た
偏
狭
な
死
生
観 

に
基
づ
く
倫
理
が
影
を
潜
め
、
た

ち
ま
ち
賛
成
論
が
優
勢
と
な
っ
た
。 

安
楽
死
が
嫌
だ
っ
た
ら
そ
の
制
度

を
利
用
し
な
け
れ
ば
済
む
の
だ
か

ら
、
反
対
す
る
理
由
が
な
い
の
だ
。 

そ
し
て
つ
い
に
念
願
の
「
安
楽
死

法
」
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
で
私
は
安
心
し
て
長
生
き

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 

（
鏑
木
町 

佐
藤
道
惇
） 

     



－４－ 

 

八
月
の
暑
い
さ
な
か
、
時
差
一

時
間
の
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
テ

レ
ビ
観
戦
を
存
分
に
楽
し
ま
れ
た

こ
と
と
思
い
ま
す
。 

 

戸
井
さ
ん
、
歴
史
は
小
説
よ
り

奇
な
り
で
す
ね
。「
樂
」
の
掛
軸
を

じ
っ
く
り
鑑
賞
し
た
く
な
り
ま
し

た
。 

 

増
田
さ
ん
、
今
年
も
素
晴
ら
し

い
作
品
を
文
化
祭
に
出
品
し
て
下

さ
い
。
期
待
し
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

あと
がき

さ
く
ら
道 

日
頃
殺
風
景
な
我
が
家
の
駐
車

場
に
、
こ
の
と
こ
ろ
朝
顔
の
花
が

咲
き
出
し
て
、
朝
の
ひ
と
と
き
を

楽
し
ま
せ
て
く
れ
て
い
ま
す
。 

市
民
カ
レ
ッ
ジ
の
授
業
の
中
に

「
世
代
間
交
流
」
と
い
う
時
間
が

あ
り
ま
す
。
カ
レ
ッ
ジ
生
が
小
学

校
へ
出
向
き
、
昔
の
遊
び
な
ど
を

通
し
て
共
に
学
び
語
り
合
う
楽
し

い
時
間
で
す
。
そ
の
時
の
子
供
た

ち
か
ら
お
礼
と
し
て
頂
い
た
種
を

蒔
い
て
育
て
た
も
の
で
す
。 

種
ま
き
の
時
期
が
遅
れ
た
の
で

心
配
し
ま
し
た
が
、
す
く
す
く
と

育
ち
、
ブ
ル
ー
の
濃
淡
の
見
事
な

大
輪
の
花
を
咲
か
せ
て
く
れ
ま
し

た
。 連

日
の
猛
暑
で
少
々
夏
バ
テ
気

味
の
昨
今
で
す
が
、
さ
わ
や
か
な

朝
顔
の
花
に
癒
さ
れ
な
が
ら
、
子

供
た
ち
が
美
し
い
大
輪
の
花
を
咲

か
せ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
う
ば
か

り
で
す
。 

 
 
 
 
 

 

 

佐
々
木
さ
ん
、
若
い
娘
さ
ん
の

間
で
座
禅
・
写
経
が
ブ
ー
ム
に
な

っ
て
い
る
と
は
微
笑
ま
し
い
こ
と

で
、
そ
れ
こ
そ
邪
念
を
捨
て
素
直

に
喜
ば
れ
た
ら
と
思
い
ま
す
。 

 

確
か
に
空
し
い
延
命
治
療
は
ゴ

メ
ン
だ
と
い
う
人
が
増
え
て
、
佐

藤
さ
ん
の
よ
う
に
、
一
日
も
早
い

「
安
楽
死
法
」
の
制
定
施
行
を
心

待
ち
し
て
い
る
人
も
増
え
て
き
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

今
月
も
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん

だ
投
稿
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

今
後
共
引
続
き
よ
ろ
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。 

 
 
 

（
池
田
） 

９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 


