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近
年
の
異
常
気
象
の
影
響
を
心

配
し
て
い
た
が
、
季
節
は
そ
れ
な

り
の
面
持
ち
で
や
っ
て
き
た
。
や 

や
遠
く
な
っ
た
陽
射
し
に
秋
の

花
々
は
、
そ
の
身
を
懸
命
に
輝
か

せ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
今
年

の
夏
の
暑
か
っ
た
事
よ
。
歳
の
せ

い
か
特
別
に
我
が
身
に
こ
た
え
た
。 

寒
さ
よ
り
暑
さ
の
方
が
、
い
か

に
身
体
へ
負
担
が
か
か
る
か
と
証

明
す
る
様
に
、
私
の
両
親
と
兄
の

三
人
共
、
春
夏
秋
冬
病
魔
と
よ
く

闘
っ
た
末
に
、
旅
立
っ
て
い
っ
た

の
は
暑
い
盛
り
の
八
月
で
あ
っ
た
。 

こ
の
夏
、
父
と
同
じ
病
に
見
舞

わ
れ
た
兄
が
、
親
達
の
旅
立
ち
の

年
代
よ
り
二
十
年
も
早
い
年
齢
で

逝
っ
て
し
ま
っ
た
。
遺
伝
的
な
原

因
か
ら
か
、
私
も
肺
切
除
手
術
を

受
け
て
い
る
の
で
不
安
に
駆
ら
れ

な
が
ら
、
こ
の
二
歳
違
い
の
兄
の

永
遠
の
隠
れ
ん
ぼ

．
．
．
．
を
心
淋
し
く
思

う
ば
か
り
で
あ
っ
た
。 

そ
の
葬
儀
の
中
の
出
来
事
で
あ

る
。
火
葬
場
へ
の
移
動
の
時
、
そ
れ

ま
で
手
に
し
て
い
た
数
珠
が
無
い
事

に
気
付
き
、
あ
ち
こ
ち
捜
し
て
い
た

と
こ
ろ
、
甥
が
「
お
ば
さ
ん
、
お
父

さ
ん
に
話
し
か
け
な
が
ら
花
を
一
緒

に
お
棺
に
入
れ
て
あ
げ
て
る
と
思
っ

た
よ
」
と
話
し
て
く
れ
て
納
得
が
い

っ
た
。
最
後
の
別
れ
の
時
、
お
棺
に

花
々
を
入
れ
な
が
ら
小
声
で
色
々
話

し
か
け
て
い
る
う
ち
気
付
か
ず
に
落

と
し
た
の
だ
。
「
私
を
ま
だ
呼
ば
な

い
で
ね
」
こ
ん
な
最
後
の
願
い
事
に

「
わ
か
っ
た
よ
。
代
り
に
お
前
の
数

珠
を
連
れ
て
い
く
よ
」
と
兄
は
返
事

を
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。 

葬
儀
を
終
え
て
帰
り
の
道
中
で
、

ど
う
い
う
訳
か
突
然
に
、
両
親
が
大

切
に
し
て
い
た
湯
飲
み
茶
碗
が
思
い

出
さ
れ
た
。
「
あ
れ
は
お
棺
に
入
れ

て
あ
げ
た
の
？
」
と
当
時
両
親
と
同

居
し
て
い
た
傍
ら
の
弟
夫
婦
に
尋
ね

た
。
両
親
は
孫
か
ら
修
学
旅
行
土
産

に
と
貰
っ
た
茶
碗
を
愛
用
し
て
い

た
。
茶
碗
に
書
か
れ
て
あ
る
唄
が
面

白
い
と
お
気
に
入
り
だ
っ
た
の
だ
。

見
せ
て
貰
っ
た
私
も
一
緒
に
大
笑

い
し
て
た
の
に
、
唄
を
正
確
に
は

覚
え
て
い
な
か
っ
た
事
が
悔
や
ま

れ
て
い
た
。 

 

翌
日
か
ら
ま
る
で
八
月
終
焉
の
悲

鳴
の
様
に
各
地
で
集
中
豪
雨
の
被

害
発
生
、
こ
こ
佐
倉
も
大
雨
。
そ
の

中
、
次
の
Ｆ
Ａ
Ｘ
が
届
い
た
。 

 

〃
長
寿
の
か
ぞ
え
唄
〃 

 

六
十
歳 

 

人
生
ま
だ
ま
だ 

 
 
 
 
 
 

こ
れ
か
ら 

七
十
歳
で 

迎
え
が
き
た
ら 

冗
談
は
や
め
て
と 

言
い
な
さ
い 

八
十
歳
で 

迎
え
が
き
た
ら 

ま
だ
ま
だ
早
い
と 

言
い
な
さ
い 

九
十
歳
で 

迎
え
が
き
た
ら 

そ
ん
な
に
せ
か
す 

な
と
言
い
な
さ
い 

百
歳
で 

 

迎
え
が
き
た
ら 

た
だ
今
準
備
中
と 

言
い
な
さ
い 

百
十
歳
で 

迎
え
が
き
た
ら 

そ
ろ
そ
ろ
ゆ
ず
ろ 

う
か 

日
本
一 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
編
集
委
員
） 

 

長
寿
願
っ
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

坪 

井 

栄 

子 
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読
め
な
い
字
は
辞
典
を
引
く
。 

意
味
を
知
り
た
い
時
も
辞
典
を
引

く
。
小
学
生
時
代
か
ら
の
御
多
分

に
も
れ
ず
と
い
う
行
為
で
あ
る
。 

 

ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
「
海
境
」

と
い
う
文
字
を
「
う
な
さ
か
」
と

読
む
こ
と
を
知
っ
た
。
知
っ
て
の

上
で
辞
典
を
引
く
。
ど
の
よ
う
に

表
記
さ
れ
て
い
る
の
か
興
味
津
津

で
―
。 

 

漢
字
二
文
字
だ
か
ら
と
、
ま
ず

漢
和
辞
典
を
引
く
。
と
こ
ろ
が
間

違
い
な
く
あ
る
と
思
っ
て
引
い
た

漢
和
辞
典
「
海
」
の
部
に
「
海

境
」
は
無
い
。
ど
ん
な
に
目
を
こ

ら
し
見
直
し
て
も
「
海
峡
」
は
あ

っ
て
も
「
海
境
」
は
無
か
っ
た
。 

 

こ
の
時
点
で
「
海
境
」
は
読
め

な
い
字
に
な
る
と
思
う
。
辞
典
に

無
い
の
だ
か
ら
、
永
遠
に
読
め
ず

仕
舞
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
う
。 

 
 

何
と
か
し
て
読
め
る
手
立
て
は

無
い
も
の
か
と
思
い
を
め
ぐ
ら
す
。 

そ
し
て
、
漢
字
そ
の
も
の
の
読
み

で
引
く
こ
と
を
思
い
つ
く
。「
か

い
き
ょ
う
」
と
読
ん
で
引
い
た
そ

の
ペ
ー
ジ
に
「
海
境
」
は
な
か
っ

た
。
前
述
の
漢
和
辞
典
と
同
じ
結

果
と
な
っ
た
。
こ
の
上
は
、
知
っ

て
い
る
読
み
で
引
く
よ
り
仕
様
が

な
い
か
―
。 

 

常
用
し
て
い
る
岩
波
の
「
国
語

辞
典
」
を
引
く
。
必
ず
あ
る
と
し

て
引
い
た
こ
の
辞
典
に
「
海
境
」

は
無
か
っ
た
。「
海
境
」
は
国
語

で
は
無
か
っ
た
の
か
。 

 

次
い
で
引
い
た
『
広
辞
林
』
に

は
〔
古
〕
海
の
は
て
。
と
だ
け
あ

っ
た
。 

 

『
広
辞
苑
』
に
は
意
味
を
記
し

た
上
で
、
記
上

「
海
境
を
塞さ

へ
て

―
」
と
古
事
記
を
記
し
、
万
九

「
海
境
を
過
ぎ
て
漕
ぎ
行
く
に
」

と
万
葉
集
の
長
歌
の
一
部
を
記
す
。 

 

万
葉
集
二
〇
巻
四
五
四
〇
首
の 

 

長
歌
、
短
歌
の
膨
大
な
文
字
の
中

か
ら
「
海
境
」
を
抽
出
し
て
い
る
。 

 

辞
典
『
広
辞
苑
』
の
あ
る
幸
せ

を
感
謝
し
、
学
者
諸
先
生
に
満
腔

の
敬
意
を
表
し
て
止
ま
な
い
。 

 
 
 
 

(

臼
井 

加
瀬 

清
子) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 

毎
月
、
「
佐
倉
歴
史
散
策
の

会
」
で
歩
く
が
、
久
振
り
に
谷
中
、

上
野
界
隈
を
歩
い
た
。
谷
中
七
福

神
の
寺
で
恵
比
寿
さ
ま
を
祀
り
、

滝
沢
馬
琴
の
筆
塚
と
花
見
寺
で
知

ら
れ
る
臨
済
宗
の
青
雲
寺
と
い
う

寺
が
あ
る
。
宝
暦
年
間(

一
七
五

一
〜
六
四)

佐
倉
藩
主
堀
田
相
模

守
正
亮
の
中
興
に
よ
る
と
伝
え
ら

れ
、
境
内
に
平
野
知チ

秋シ
ュ
ウ

（
重
久

の
号
）
の
墓
が
あ
る
。
裏
面
に
文

化
十
一
年
八
月
十
四
日
生
ま
れ
、

於
下
総
佐
倉
明
治
十
六
年
十
二
月

三
日
病
歿
と
あ
る
。
佐
倉
藩
執
政
、

大
参
事
。『
佐
倉
藩
雑
史
』
を
著

す
。 

 

谷
中
に
都
指
定
史
跡
の
天
王
寺

五
重
塔
跡
が
あ
る
が
、
旧
寛
永
寺

五
重
塔
が
上
野
動
物
園
内
に
現
存

す
る
。
寛
永
八
年
佐
倉
藩
主
土
井

利
勝
に
よ
り
寄
進
。
同
十
六
年
に

焼
失
し
、
現
在
の
塔
は
同
年
に
寄

進
さ
れ
た
二
代
目
と
の
事
。
谷
中

霊
園
に
は
、
順
天
堂
始
祖
の
佐
藤

泰
然
の
墓
〔
甲
新
十
六
号
二
四

側
〕
や
谷
中
の
駐
在
所
の
前
側
に

順
天
堂
大
学
創
始
者
従
五
位
、
医

学
博
士
佐
藤
尚
中
の
墓
〔
甲
九
号

一
側
〕
、
記
念
碑
〔
甲
四
号
七

側
〕、
佐
倉
藩
重
臣
で
漢
学
者
の

依
田
学
海
の
墓
〔
乙
三
号
六
側
〕

が
あ
る
。 

上
野
寛
永
寺
子
院
現
龍
院
（
寛

永
寺
輪
王
殿
横
）
に
は
、
佐
倉
藩

主
堀
田
正
盛
公
の
墓
が
あ
る
。
慶

安
四
年
四
月
二
十
日
三
代
将
軍
徳

川
家
光
が
死
去
、
正
盛
公
は
そ
の

後
を
追
い
殉
死
を
遂
げ
、
こ
の
地

に
葬
ら
れ
た
。 

 

現
在
、
門
の
脇
に
、
故
林
家
三

平
師
匠
の
お
か
み
さ
ん
の
海
老
名

香
代
子
さ
ん
が
私
財
を
投
じ
て
建

て
た
高
さ
二
・
二
メ
ー
ト
ル
の
東

京
大
空
襲
（
昭
和
二
十
年
三
月
十

日
）
の
慰
霊
碑
が
建
立
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
地
は
江
戸
時
代
寛
永
寺

の
境
内
で
、
戊
辰
戦
争
（
上
野
戦

争
）
で
殆
ど
が
焼
失
し
た
が
、
今

も
っ
て
歩
い
て
も
当
時
の
歴
史
を

偲
ぶ
史
跡
が
数
多
く
残
さ
れ
て
い

る
。 

 

東
京
で
、
佐
倉
の
歴
史
を
訪
ね

歩
い
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。 

 
 
 

（
宮
前 

赤
川 

匡
宏
） 

 
 
 
 
 
 
 

 

海
境
と
辞
典 

谷
中
、
上
野
に
佐
倉
の 

 
 
 
 
 

歴
史
を
訪
ね
て 
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幼
き
日
の
無
知
は
微
笑
ま
し
い
。 

が
、
そ
ん
な
こ
と
を
全
く
忘
れ
て

し
ま
っ
て
い
る
成
人
後
の
自
分
が

ち
ょ
っ
と
恐
い
気
も
す
る
。
累
卵

る
い
ら
ん

の
上
に
立
っ
て
い
る
様
で
。 

そ
ん
な
卵
と
卵
の
間
を
一
瞥

い
ち
べ
つ

す

る
と
幽か

す

か
な
記
憶
が
蘇
っ
て
来
る
。 

 
 

「
カ
レ
ン
ダ
ー
」
と
は
国
の
偉

い
人
が
決
め
る
も
の
だ
と
思
っ
て

い
た
。
だ
か
ら
小
学
校
三
、
四
年

の
頃
、
た
だ
機
械
的
に
誰
も
が
作

れ
る
と
知
っ
た
時
は
本
当
に 

 

「
な
ぁ
ー
ん
だ
」
と
思
っ
た
。
世

の
中
っ
て
案
外
つ
ま
ら
な
く
、
単

純
に
出
来
て
い
る
と
え
ら
く
感
心

(

？)

し
た
も
の
だ
っ
た
。
世
の
中

を
甘
く
見
る
悪
癖
は
こ
の
時
芽
生

え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

「
鉄
道
」
を
知
っ
た
の
も
そ
の

頃
だ
っ
た
と
思
う
。
二
本
の
レ
ー

ル
の
上
を
走
る
交
通
手
段
と
い
う

こ
と
は
絵
本
や
都
電
（
私
は
東
京

下
町
で
生
れ
、
育
っ
た
）
で
分
か

っ
て
い
た
。 

と
は
い
え
、
都
会
を
離
れ
た
郊

外
や
田
畑
、
森
、
山
の
中
ま
で
二

本
の
レ
ー
ル
が
敷
い
て
あ
る
と
は

ど
う
し
て
も
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。 

人
口
の
多
い
都
市
部
や
駅
周
辺

は
軌
条
が
し
っ
か
り
固
定
さ
れ
て

い
な
い
と
安
全
面
、
管
理
面
か
ら

危
険
だ
。
だ
か
ら
二
本
の
レ
ー
ル

は
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
併
し
野

原
や
畑
、
森
や
山
に
あ
ん
な
立
派

な
鉄
製
の
レ
ー
ル
が
枕
木
と
共
に
、

延
々
と
敷
か
れ
て
い
る
な
ん
て
考

え
ら
れ
な
か
っ
た
。
都
会
を
脱
け

れ
ば
あ
と
は
ク
ル
マ
と
同
じ
様
に

地
面
を
自
由
に
駆
け
巡
る
の
だ
と

信
じ
て
疑
わ
な
か
っ
た
。 

当
時
、
鉄
く
ず
で
小
遣
い
稼
ぎ

を
し
た
経
験
か
ら
、
金
属
が
迚と

て

も

貴
重
だ
と
い
う
意
識
が
そ
う
さ
せ

た
の
か
も
。 

 

（
新
臼
井
田 

村
田 

長
保
） 

   
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
  

佐
倉
と 

東
京
日
本
橋
人
形
町 

 
 
 
 
 
 

 

東
京
日
本
橋
人
形
町
一
ノ
十
二

の
『
お
茶
の
木
神
社
』
を
ご
存
知

で
す
か
。
地
下
鉄
日
比
谷
線
『
水

天
宮
前
駅
』
八
番
出
口
を
地
上
へ

出
る
と
一
段
と
聳
え
る
日
本
橋
人

形
町
再
開
発
の
店
舗･

住
宅
等
が

入
る
三
十
九
階
建
て
の
『
リ
ガ
❘

レ
日
本
橋
人
形
町
』
が
あ
る
が
、

こ
こ
に
あ
る
神
社
こ
そ
『
お
茶
の

木
神
社
』
で
す
。 

神
社
の
御
祭
神
は
倉
稲
魂
大
神

（
ウ
カ
ノ
ミ
タ
マ
ノ
オ
オ
カ
ミ
）

で
伏
見
系
の
稲
荷
様
で
す
。 

こ
の
土
地
は
徳
川
時
代
約
三
千

坪
に
及
ぶ
下
総
佐
倉
の
城
主
堀
田

家
の
中
屋
敷
で
、
庭
園
は
芝
生
と

お
茶
の
木
で
見
事
で
あ
っ
た
ら
し

い
。
こ
の
神
社
は
そ
の
守
護
神
と

し
て
祀
ら
れ
て
い
た
も
の
で
す
。 

そ
の
中
屋
敷
内
は
勿
論
の
こ
と

周
囲
の
町
方
内
に
も
永
年
火
災
が

起
こ
ら
な
か
っ
た
た
め
、
何
時
の

頃
か
ら
誰
云
う
と
も
な
く
火
伏
の

神
と
し
て
崇
め
ら
れ
、
堀
田
家
で

は
初
午
祭
の
当
日
だ
け
開
門
し
て

一
般
の
参
拝
を
自
由
に
さ
れ
た
由
。

『
お
茶
の
木
様
』
の
愛
称
で
町
の

評
判
も
相
当
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら

れ
て
お
り
ま
し
た
。 

昭
和
六
十
年
布
袋
尊
を
御
遷
座

合
祀
申
し
上
げ
て
日
本
橋
七
福
神

に
加
わ
る
事
と
な
り
ま
し
た
。 

以
上
が
『
お
茶
の
木
神
社
』
由

来
の
抜
粋
で
す
が
、
今
回
偶
然
人

形
町
に
お
茶
の
木
神
社
の
存
在
を

知
る
機
会
に
接
し
、
早
速
出
向
き

更
に
神
社
の
説
明
板
に
佐
倉
堀
田

様
の
項
を
見
付
け
ま
し
た
。 

そ
こ
で
地
元
町
会
役
員
の
Ｉ
氏

及
び
神
社
前
で
パ
ン
屋
を
営
む
Ｍ

氏
、
な
ど
地
元
長
老
達
を
数
度
に 

渉
り
訪
問
調
査
致
し
ま
し
た
。
そ

の
結
果
を
今
回
皆
様
に
御
報
告
致

し
ま
し
た
。 

今
度
、
機
会
が
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、『
お
茶
の
木
神
社
』
と
併
せ

て
日
本
橋
七
福
神
め
ぐ
り
を
さ
れ

て
み
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

（
並
木
町 

松
井 

弥
彦
） 

 

有ゆ
う

知ち

無む

知ち

三
十
里 



－４－ 

 

六
〇
年
で
再
び
生
れ
た
年
の
干

支
に
還
る
❘
還
暦
を
過
ぎ
た
ら
、

人
生
は
新
規
蒔
き
直
し
。「
六
〇
歳 

人
生
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
」
な
の

で
す
。 

 
「
幼
き
日
の
無
知
」
に
は
考
え

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、

子
供
自
身
の
自
由
な
発
想
か
ら
生

み
出
さ
れ
た
も
の
で
、
常
識
に
捕

わ
れ
た
大
人
に
は
と
て
も
考
え
及

ば
な
い
こ
と
で
す
。
も
う
忘
れ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あと
がき

さ
く
ら
道 

 

 

還
暦
を
過
ぎ
て
、
妙
に
昔
の
友

達
に
会
い
た
く
な
っ
た
、
と
言
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 
 

思
い
立
っ
て
、
四
月
中
旬
、
幕

張
の
ホ
テ
ル
で
久
し
ぶ
り
に
中
学

校
の
同
級
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

 

私
が
育
っ
た
学
校
は
、
山
紫
水

明
名
山
の
ふ
も
と
の
小
さ
な
学
校

で
、
各
学
年
と
も
一
ク
ラ
ス
だ
っ

た
た
め
、
同
級
生
は
小
学
一
年
か

ら
中
学
三
年
ま
で
同
じ
ク
ラ
ス
で

一
緒
に
過
ご
し
た
、
兄
弟
の
よ
う

な
絆
を
感
じ
る
仲
間
で
し
た
。 

 

顔
を
合
わ
せ
れ
ば
、
一
瞬
の
う

ち
に
十
五
の
子
供
に
返
っ
て
、延
々

と
八
時
間
に
亘
り
、
甘
く
切
な
い

思
い
出
話
が
続
き
ま
し
た
。 

 

翌
日
、
川
村
記
念
美
術
館
の
研

究
所
に
至
る
つ
つ
じ
咲
く
散
策
路

で
、
期
せ
ず
し
て
流
れ
て
き
た
校

歌
に
振
り
返
れ
ば
、
わ
ら
べ
顔
な

る
君
が
微
笑
ん
で
い
ま
し
た
。 

 

友
よ
。
ま
た
逢
う
日
ま
で
、
元

気
で
生
き
て
行
こ
う
。
と
思
い
な

が
ら
、
佐
倉
駅
で
見
送
り
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 

(

猪
瀬 

信
彦) 

 
 

 

し
ま
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

こ
の
種
の
思
い
込
み
は
、
誰
で
も

一
つ
や
二
つ
持
っ
て
い
た
の
で
は
。 

 

大
人
に
な
っ
て
、
ひ
と
は
既
成

の
見
方
で
し
か
物
事
を
考
え
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
し

ま
す
。
還
暦
を
過
ぎ
た
あ
た
り
で 

“
自
由
の
身
”
と
な
る
人
が
ほ
と

ん
ど
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
時

に
は
、
常
識
を
カ
ッ
コ
に
入
れ
て

物
事
を
考
え
て
み
る
と
い
う
の
は

ど
う
で
し
ょ
う
。
世
の
中
が
少
し

違
っ
て
見
え
て
、
新
鮮
に
感
じ
ら

れ
る
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(

巴) 

１１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 


