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に
龍
」
等
五
点
が
又
八
の
作
品
と

確
認
さ
れ
た
。
修
復
作
業
が
行
わ

れ
、
製
作
当
時
の
極
彩
色
に
彩
ら

れ
た
作
品
が
戻
っ
て
来
た
。
幾
重

に
も
塗
り
重
ね
ら
れ
た
下
塗
り
の

後
、
岩
絵
の
具
や
金
箔
使
い
が
見

事
。
続
い
て
、
客
殿
に
あ
る
波
の

伊
八
の
「
波
裏
の
宝
珠
と
月
」
を

見
せ
て
い
た
だ
く
。
薄
暗
く
、
初

め
は
よ
く
見
え
な
か
っ
た
が
裏
に

回
り
目
を
凝
ら
す
と
波
が
ま
さ
に

崩
れ
る
瞬
間
を
と
ら
え
て
い
る
見

事
な
彫
刻
が
あ
っ
た
。
授
業
で
は
、

中
国
の
山
水
画
の
空
間
表
現
で
あ

る
、
高
遠
、
深
遠
、
平
遠
の
動
的

遠
近
法
の
三
つ
を
組
み
合
わ
せ
、

時
間
の
経
過
、
視
点
の
移
動
を
感

じ
さ
せ
る
生
き
た
波
の
表
現
に
到

達
し
て
い
る
と
教
え
ら
れ
た
。
事

実
そ
れ
は
、
狭
い
欄
間
を
乗
り
越

え
て
飛
び
出
し
て
来
る
様
な
迫
力

を
感
じ
さ
せ
る
素
晴
ら
し
い
波
で

あ
っ
た
。 

こ
の
彫
物
の
価
値
は
、
北
斎
に

影
響
を
与
え
た
か
ど
う
か
だ
け
で

な
く
、
こ
れ
自
身
が
素
晴
ら
し
い

感
動
を
与
え
て
く
れ
る
点
に
あ
る

と
思
っ
た
。 

 

（
編
集
委
員
） 
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市
民
カ
レ
ッ
ジ
で
斉
藤
泰
嘉
先

生
か
ら
葛
飾
北
斎
に
影
響
を
与
え

た
「
波
の
伊
八
」
と
い
う
欄
間
彫

刻
師
が
い
た
と
教
え
ら
れ
る
。
生

れ
は
鴨
川
で
、
波
を
彫
ら
せ
た
ら

日
本
一
だ
と
言
う
。
葛
飾
北
斎
の

「
神
奈
川
沖
浪
裏
」
は
フ
ラ
ン
ス

に
渡
り
、
カ
ミ
ユ
・
ク
ロ
ー
デ
ル

の
彫
刻
「
波
」
や
ゴ
ッ
ホ
に
ま
で

影
響
を
与
え
た
が
、
そ
の
原
点
は

「
波
の
伊
八
」
に
あ
る
と
言
う
。 

そ
の
作
品
が
、
い
す
み
市
の
行
元

ぎ
ょ
う
が
ん

寺じ

に
残
さ
れ
て
い
る
と
聞
き
、
早

速
見
に
行
き
た
く
な
っ
た
。
ク
ラ

ス
委
員
長
に
見
学
会
を
提
案
し
た

ら
、
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
軽
く
、
有

志
を
募
っ
て
く
れ
た
。 

 

総
勢
二
十
二
名
が
乗
用
車
に
分

乗
し
て
出
か
け
た
。
当
日
は
天
気

も
好
く
、
絶
好
の
ド
ラ
イ
ブ
日

和
。
途
中
、
徳
川
四
天
王
の
一
人

の
本
多
忠
勝
築
城
の
大
多
喜
城
に

立
寄
り
見
学
す
る
。
こ
こ
で
弁
当

を
食
べ
目
的
地
の
寺
へ
急
ぐ
。 

 

蝉
時
雨
の
中
、
暑
さ
を
忘
れ
さ

せ
て
く
れ
る
杉
木
立
の
道
を
た
ど

る
と
立
派
な
阿
吽
像
が
守
る
山
門

に
至
っ
た
。
こ
ん
な
田
舎
に
こ
れ

程
立
派
な
寺
が
あ
る
こ
と
に
驚
か

さ
れ
た
。
こ
の
寺
は
、
徳
川
家
と

関
係
が
深
い
壇
林
で
、
こ
こ
で
学

ん
だ
亮
運
は
、
上
野
寛
永
寺
の
学

頭
と
な
り
家
光
の
師
と
な
っ
た
。 

寺
の
中
に
入
る
と
住
職
の
市
原

充
氏
が
待
っ
て
い
た
。
江
戸
時
代

の
著
名
な
彫
物
師
、
高
松
又
八
郎

の
作
品
を
紹
介
し
て
頂
く
。
又
八

は
江
戸
幕
府
お
抱
え
の
彫
物
師
、

棟
梁
と
し
て
上
野
寛
永
寺
、
芝
増

上
寺
等
の
徳
川
家
の
霊
廟
に
絢
爛

豪
華
な
桃
山
文
化
を
継
承
し
た
作

品
を
残
し
た
が
、
第
二
次
世
界
大

戦
で
す
べ
て
焼
失
し
て
し
ま
っ
た

と
思
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
幻
の

名
工
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ

が
近
年
、
こ
の
寺
の
欄
間
の
「
牡

丹
に
錦
鶏
」
「
龍
」
等
の
三
点
と

向
拝

ご

は

い

の
「
唐
獅
子
」「
獏
」「
蟇か

え
る

股ま
た 
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謎 

々 
 

も
ん

・

・

だ
い

・

・

！
と
幼
稚
園
児
の
孫

達
が
叫
ぶ
。
こ
れ
が
夫
の
至
福
の

時
の
始
ま
り
の
合
図
で
あ
る
。 

夫
は
退
職
し
て
か
ら
後
、
近
所

に
住
む
娘
の
と
こ
ろ
の
孫
の
幼
稚

園
へ
の
朝
の
送
り
だ
け
を
買
っ
て

出
た
。
最
初
は
一
人
の
孫
だ
け
だ

っ
た
が
、
三
歳
違
い
の
下
の
孫
ま

で
連
れ
て
の
二
人
と
な
り
、
や
が

て
上
の
方
が
卒
園
し
た
の
で
、
ま

た
一
人
だ
け
の
現
在
に
至
っ
て
い

る
。
孫
達
と
言
葉
遊
び
を
し
な
が

ら
公
園
に
さ
し
か
か
る
。
花
咲
く

時
期
に
は
花
を
愛
で
昆
虫
を
追
い
、 

園
内
の
遊
具
で
ひ
と
遊
び
を
し
、

隣
接
す
る
お
宮
さ
ん
で
お
参
り
を

す
ま
せ
て
臼
井
支
所
の
建
物
に
入

る
。
音
楽
ホ
ー
ル
の
ス
ト
リ
ー
ト

オ
ル
ガ
ン
を
眺
め
た
後
は
、
ど
の

位
体
重
が
重
く
な
っ
た
ら
自
動
ド

ア
ー
が
開
い
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う

と
、
足
を
ド
シ
ン
ド
シ
ン
と
確
か

め
な
が
ら
建
物
を
出
る
。
幼
稚
園

ま
で
わ
ず
か
十
分
位
の
道
の
り
を

三
、
四
十
分
は
か
け
る
。
週
五
日

の
夫
の
朝
の
日
課
は
生
き
甲
斐
で

あ
る
と
、
彼
は
市
民
カ
レ
ッ
ジ
の

作
文
に
も
書
い
て
い
る
。 

 

言
葉
遊
び
は
も
う
謎
々
に
定
着

し
て
こ
れ
が
例
の
も
ん

・

・

だ
い

・

・

！
の

合
図
な
の
だ
。
こ
の
為
に
夫
は
図

書
館
で
何
冊
の
本
を
借
り
た
事
か
。 

 

孫
を
二
人
連
れ
て
い
た
頃
の
あ

る
日
、
い
つ
も
ジ
イ
ジ
か
ら
問
題

を
出
さ
れ
る
け
ど
今
日
は
私
達
が

出
す
ね
と
、
難
問
が
出
さ
れ
て
答

え
が
わ
か
ら
な
い
と
夫
が
帰
っ
て

き
た
。
上
の
孫
は
三
歳
も
年
下
の

妹
と
何
を
や
っ
て
も
勝
つ
ん
だ
け

ど
、
ど
う
し
て
も
勝
て
な
い
も
の

が
あ
る
。
そ
れ
は
ナ
ー
ン
ダ
？
と

い
う
。
私
も
悩
ん
だ
が
降
参
。
マ

マ
か
ら
教
わ
っ
た
問
題
だ
と
い
う

の
で
娘
に
電
話
を
し
た
。
娘
は
ヒ

ン
ト
を
期
間
限
定
だ
と
い
う
が
余

計
に
わ
か
ら
な
い
。
ジ
ャ
ン
ケ
ン

ポ
ン
し
て
歳
の
数
の
手
の
形
を
見

て
ご
ら
ん
と
明
か
し
て
く
れ
た
。 

 

確
か
に
当
時
の
姉
は
五
歳
、
妹

は
二
歳
、
パ
ア
は
チ
ョ
キ
に
は
勝

て
ま
せ
ん
。
参
り
ま
し
た
。 

 

（
新
臼
井
田 

坪
井 

栄
子
） 

 

 

佐
倉
の
「
一
里
塚
」 

見
学
記 

 

皆
さ
ん
、
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

こ
こ
佐
倉
新
町
に
、
隠
れ
た
「
歴

史
遺
産
」
が
あ
る
こ
と
を
。 
 

先
日
、
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
を
さ
れ
て
い
る
「
佐
倉
歴
史

案
内
人
の
会
」
の
方
に
そ
こ
を
案

内
し
て
い
た
だ
い
た
。 

 

新
町
通
り
に
面
し
た
三
百
坪
ほ

ど
あ
る
敷
地
内
の
、
優
雅
な
和
風

庭
園
と
築
後
百
年
余
と
い
う
古
民

家
（
商
家
と
土
蔵
な
ど
）
で
あ
る
。 

 

同
会
が
そ
っ
く
り
借
り
受
け
、

こ
こ
を
ま
ち
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ

ー
「
一
里
塚
」
と
名
付
け
て
、
今

年
の
四
月
オ
ー
プ
ン
し
た
と
い
う
。 

 

誰
で
も
が
佐
倉
の
歴
史
の
一
端

を
し
の
び
な
が
ら
、
休
息
と
語
ら

い
の
出
来
る
場
に
、
と
い
う
の
が

設
立
の
趣
旨
で
あ
る
と
の
こ
と
。 

 
現
在
の
建
物
は
、
桂
小
五
郎
ゆ

か
り
の
旅
籠

は

た

ご

「
油
屋
」
の
跡
地
に

呉
服
商
「
駿
河
屋
」
が
建
て
た
も

の
だ
と
い
う
。 

 

特
別
な
木
材
を
使
っ
た
柱
、
梁
、

框か
ま
ち

な
ど
当
時
の
ま
ま
。 

 

築
明
治
二
十
五
年
と
し
て
あ
る

古
色
蒼
然
と
し
た
土
蔵
も
月
日
の

経
過
や
風
雨
に
は
抗
し
が
た
く
、

庇ひ
さ
し

の
瓦
な
ど
半
分
が
崩
れ
か
け

て
い
る
。
と
も
に
匠
の
技
の
冴
え

が
随
所
に
見
ら
れ
驚
か
さ
れ
る
。 

 

庭
園
も
ま
た
見
も
の
。
当
時
の

石
灯
籠
や
庭
石
、
敷
石
、
井
戸
な

ど
が
あ
る
。 

 

屋
敷
内
に
い
る
と
明
治
の
に
ぎ

わ
い
が
聞
え
て
き
そ
う
だ
。 

 

手
を
こ
ま
ぬ
い
て
こ
の
遺
産
が

荒
廃
し
て
い
く
こ
と
に
も
ど
か
し

さ
を
感
じ
る
。 

 

実
に
惜
し
い
。
文
化
財
と
し
て

何
と
か
後
世
に
残
す
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。 

 

皆
さ
ん
、
佐
倉
の
「
一
里
塚
」

へ
お
子
さ
ん
と
出
か
け
て
み
ま
せ

ん
か
。
佐
倉
の
歴
史
や
文
化
に
触

れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。 

（
南
臼
井
台 

廣
吉 

正
毅
） 
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シ
ー
サ
ー
を
撮
る 

 
 

 
沖
縄
で
は
火
伏
せ
、
魔
よ
け
の

た
め
に
、
赤
瓦
の
屋
根
に
シ
ー
サ

ー
（
獅
子
）
を
据
え
る
。
屋
根
シ

ー
サ
ー
は
邪
悪
な
も
の
を
に
ら
み

つ
け
吼
え
た
姿
に
な
っ
て
い
る
。

た
て
が
み
、
太
い
し
っ
ぽ
、
雄
た

け
び
は
シ
ー
サ
ー
像
の
基
本
形
だ

そ
う
だ
。
焼
き
物
と
ち
が
っ
て
ム

チ
ゼ
ー
ク
（
屋
根
左
官
）
が
漆
喰

で
作
る
シ
ー
サ
ー
が
ど
こ
か
ユ
ー

モ
ラ
ス
。
こ
の
シ
ー
サ
ー
を
写
真

に
撮
ろ
う
と
沖
縄
を
旅
し
八
重
山

竹
富
島
に
行
っ
た
。 

竹
富
島
の
集
落
は
条
里
で
区
画

さ
れ
、
集
落
の
一
画
に
立
つ
と
巨

大
迷
路
に
い
る
錯
覚
に
お
ち
い
る
。 

島
に
は
観
光
牛
車
が
あ
る
が
徒
歩

で
の
ん
び
り
と
島
め
ぐ
り
を
し
た
。 

島
の
道
に
は
サ
ン
ゴ
砂
が
敷
か
れ

一
歩
踏
み
だ
す
と
「
ザ
ッ
ク
」
と

心
地
よ
い
音
が
響
く
。
民
家
の
サ

ン
ゴ
石
灰
岩
の
石
垣
は
思
っ
た
よ

り
低
く
庭
で
は
背
の
高
い
芭
蕉
の

葉
が
た
れ
、
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
、
ブ

ー
ゲ
ン
ビ
リ
ア
の
花
が
原
色
の
彩

り
を
放
ち
、
赤
い
屋
根
か
ら
シ
ー

サ
ー
が
私
を
睨
み
つ
け
る
。
ほ
と

ん
ど
漆
喰
で
作
ら
れ
ユ
ニ
ー
ク
な

表
情
を
し
て
い
る
。
ギ
ョ
ロ
目
、

た
れ
目
、
太
っ
た
も
の
、
痩
せ
た

も
の
、
噛
み
つ
き
そ
う
な
も
の
、

ニ
ヤ
ケ
タ
も
の
、
南
国
の
強
い
日

差
し
の
暑
さ
を
忘
れ
、
カ
メ
ラ
の

シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
っ
た
。 

 

村
の
中
心
に
赤
山
公
園
が
あ
り

「
な
ご
み
の
塔
」
の
展
望
台
か
ら 

集
落
を
見
渡
せ
ば
、
実
に
美
し
い

風
景
が
目
の
前
に
広
が
る
。
赤
い

琉
球
瓦
の
家
々
が
夢
の
よ
う
に
な

ら
び
、
屋
根
で
は
シ
ー
サ
ー
が
遠

吠
え
を
し
て
い
る
。
行
き
つ
戻
り

つ
古
き
沖
縄
を
心
に
刻
み
、
そ
ば

処
「
竹
の
子
」
で
飲
ん
だ
オ
リ
オ

ン
ビ
ー
ル
の
冷
た
さ
と
、
沖
縄
そ

ば
の
味
は
格
別
だ
っ
た
。 

 

シ
ー
サ
ー
を
撮
る
沖
縄
の
旅
だ

っ
た
が
、
平
和
祈
念
公
園
の
「
平

和
の
礎

い
し
じ

」
に
記
さ
れ
た
、
二
十
三

万
余
名
の
戦
没
者
の
名
を
前
に
心

が
痛
み
、
冥
福
を
祈
る
ば
か
り
で

あ
っ
た
。 

 
 
 

 

（
井
野 

長
谷
山 

巖
） 

 

 

ざ
く
ろ 

  

入
梅
時
の
灰
色
の
空
に
、
鮮
や

か
に
咲
く
ざ
く
ろ
の
花
が
好
き
だ
。 

 
 

 

私
の
育
っ
た
家
の
庭
の
真
中
に

ざ
く
ろ
の
木
が
あ
っ
て
、
朝
、
雨

戸
を
開
け
る
と
、
朱
色
の
花
が
目

を
覚
ま
し
て
く
れ
た
。 

嫁
い
だ
家
に
は
、
沢
山
の
樹
木

が
あ
っ
た
が
、
ざ
く
ろ
は
な
か
っ

た
。 嫁

の
身
分
で
は
、
自
分
の
好
き

な
木
も
植
え
る
こ
と
も
出
来
な
い

の
で
、
外
出
の
途
中
ざ
く
ろ
の
花

を
見
か
け
る
と
な
つ
か
し
く
、
し

ば
ら
く
立
ち
止
ま
っ
て
花
に
見
と

れ
、
里
の
庭
を
思
い
出
し
て
い
た
。

嫁
い
で
十
数
年
が
過
ぎ
、
や
っ
と

ざ
く
ろ
の
木
を
買
う
こ
と
が
出
来

た
。
里
の
ざ
く
ろ
は
、
花
ざ
く
ろ

で
実
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
二
度

目
の
木
は
花
も
美
し
い
が
、
秋
に

な
る
と
大
き
な
実
を
つ
け
て
、
ぱ

っ
く
り
と
開
い
た
口
か
ら
ル
ビ
ー

の
よ
う
な
実
が
こ
ぼ
れ
た
。 

 

ざ
く
ろ
の
実
は
人
間
の
肉
の
味

が
す
る
と
云
う
人
も
あ
る
の
で
、

私
は
あ
ま
り
口
に
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
が
、
宝
石
の
よ
う
な
実
は

美
し
い
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
大
好

き
な
ざ
く
ろ
の
木
を
残
し
て
佐
倉

に
越
し
て
き
た
時
、
私
は
一
番
に

ざ
く
ろ
の
木
を
植
え
た
。 

 

里
の
花
は
朱
色
。
嫁
い
だ
家
は

実
ざ
く
ろ
。
三
度
目
は
、
花
び
ら

の
ま
わ
り
が
白
く
て
、
少
し
ち
ぢ

れ
て
レ
ー
ス
を
思
わ
せ
る
花
の
ざ

く
ろ
を
選
ん
だ
。
細
か
っ
た
そ
の

木
も
太
く
な
り
、
つ
ゆ
時
の
空
に
、 

レ
ー
ス
の
花
が
貴
婦
人
の
よ
う
な

姿
で
咲
い
て
い
る
。 

（
稲
荷
台 

林 

久
子
） 

             



－４－ 

 

甲
子
園
の
高
校
野
球
、
北
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
と
賑
わ
い
の
夏
が
終

わ
り
静
寂
が
戻
り
、
読
書
の
秋
が

近
づ
き
ま
し
た
。
今
月
も
沢
山
の

投
稿
有
難
う
御
座
い
ま
し
た
。 

 
坪
井
様
、
お
孫
さ
ん
と
の
日
常

の
楽
し
い
や
り
取
り
が
、
言
葉
遊

び
の
中
か
ら
彷
彿
と
浮
か
び
上
が

っ
て
き
ま
し
た
。 

 

廣
吉
様
、
歴
史
の
街
佐
倉
の
隠

れ
た
歴
史
遺
産
「
一
里
塚
」
の
ご

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

あと
がき

さ
く
ら
道 

 

長
年
ひ
た
す
ら
仕
事
一
筋
に
頑

張
り
定
年
退
職
し
た
男
性
た
ち
は
、

食
事
と
い
う
も
の
は
、
テ
ー
ブ
ル

に
座
れ
ば
出
て
き
て
、
食
べ
終
わ

る
と
片
づ
く
も
の
だ
と
思
っ
て
い

た
人
が
多
い
の
で
は
？ 

そ
れ
が
違
う
と
気
付
い
て
も
団

塊
世
代
以
前
の
男
性
は
、
自
分
の

妻
に
は
素
直
に
感
謝
の
気
持
ち
を

出
せ
ず
、
態
度
に
も
表
せ
な
い
人

が
多
い
。 

そ
こ
で
、
自
分
の
気
持
ち
を
表

現
で
き
な
い
不
器
用
な
男
性
諸
君
！

料
理
教
室
に
通
う
か
、
素
直
に
妻

に
教
わ
る
か
し
て
料
理
に
参
加
し

て
は
い
か
が
な
も
の
か
？ 

と
言

う
私
も
自
分
で
作
っ
て
み
る
と
、

食
事
は
「
買
い
物
」「
調
理
」「
片

づ
け
」
と
想
像
以
上
に
大
変
な
作

業
に
気
付
き
、
改
め
て
妻
が
毎
日

食
事
を
作
っ
て
く
れ
た
大
変
さ
が

わ
か
っ
た
。 

妻
の
喜
ぶ
顔
を
思
い
浮
か
べ
な

が
ら
一
緒
に
食
べ
る
料
理
を
作
る

の
も
幸
せ
な
こ
と
だ
と
思
う
今
日

こ
の
頃
で
あ
る
。 

 
(

六
角) 

紹
介
、
有
難
う
御
座
い
ま
す
。
皆

様
も
是
非
佐
倉
の
歴
史
探
訪
を
。 

 

長
谷
山
様
、
沖
縄
の
「
シ
ー
サ

ー
」
を
写
真
撮
影
と
い
う
行
動
の

中
か
ら
ご
紹
介
し
て
い
た
だ
き
、

感
心
い
た
し
ま
し
た
。 

 

林
様
、
ざ
く
ろ
を
愛
さ
れ
て
数

十
年
、
一
つ
の
も
の
を
ず
っ
と
愛

し
続
け
、
佐
倉
で
も
植
え
ら
れ
た

お
気
持
ち
が
伝
わ
り
ま
し
た
。 

 

『
な
か
ま
』
は
読
者
の
皆
様
方

の
投
稿
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

今
後
と
も
、
皆
様
方
の
ご
投
稿
を

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

（
石
崎
） 

１０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 


