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新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。 

 

市
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
心
健
や
か
に
新
春
を
お
迎
え

の
こ
と
と
心
よ
り
お
慶
び
申
し
上

げ
ま
す
。 

 

『
な
か
ま
』
に
ご
投
稿
さ
れ
て

い
る
皆
様
や
編
集
に
携
わ
っ
て
い

る
方
々
の
ご
努
力
に
深
く
敬
意
を

申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
市
民

の
皆
様
の
意
見
交
換
と
情
報
提
供

の
場
と
し
て
、『
な
か
ま
』
が
今
後

と
も
新
し
い
市
民
文
化
の
一
翼
を

担
っ
て
い
く
こ
と
を
ご
期
待
申
し

上
げ
ま
す
。 

 

私
は
、
市
長
に
就
任
後
、
四
度

目
の
春
を
迎
え
ま
し
た
。
こ
の

間
、
市
民
の
皆
様
か
ら
温
か
い
ご

支
援
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
、
誠

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
二
〇
一
〇
年
を
振
り
返

り
ま
す
と
、
佐
倉
城
を
築
い
た
土

井
利
勝
が
佐
倉
の
領
主
と
な
っ
て

四
〇
〇
年
と
な
る
こ
と
か
ら
、「
佐

倉
・
城
下
町
四
〇
〇
年
」
と
し

て
、
多
く
の
方
々
の
参
加
を
得
て

各
種
事
業
を
実
施
し
て
お
り
ま

す
。
ま
た
、
ゆ
め
半
島
千
葉
国
体

が
開
催
さ
れ
、
多
く
の
ア
ス
リ
ー

ト
達
が
全
国
か
ら
佐
倉
市
に
集

い
、
市
内
が
多
い
に
賑
わ
い
ま
し

た
。
二
〇
一
一
年
は
、
佐
倉
草
ぶ

え
の
丘
バ
ラ
園
を
会
場
に
「
国
際

ヘ
リ
テ
ー
ジ
ロ
ー
ズ
会
議
」
が
開

催
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
て
お
り

ま
す
。
こ
の
会
議
に
は
、
海
外
二

〇
カ
国
及
び
国
内
か
ら
計
二
七
〇

名
も
の
方
が
参
加
を
予
定
し
て
お

り
、
国
際
色
豊
か
で
、
華
や
か
な

行
事
に
な
り
ま
す
。
こ
の
会
議
の

他
に
も
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
と
ら

え
、
佐
倉
市
の
魅
力
を
広
く
市
内

外
に
向
け
て
発
信
し
、
今
後
の
発

展
に
つ
な
げ
て
ま
い
り
た
い
と
考

え
て
お
り
ま
す
。 

 

今
年
の
干
支
の
「
卯う

」
は
、
動

物
に
あ
て
る
と
「
兎う

さ
ぎ

」
で
ご
ざ
い

ま
す
。
兎
に
あ
や
か
り
、
佐
倉
市

が
ま
す
ま
す
躍
進
す
る
一
年
と
な

り
ま
す
よ
う
、
市
政
運
営
に
力
強

く
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
の

で
、
皆
様
の
よ
り
一
層
の
お
力
添

え
を
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

結
び
に
、
本
年
も
皆
様
の
ご
健

康
と
ご
多
幸
を
心
よ
り
お
祈
り
申

し
上
げ
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。 

       

新 

春 

に 

寄 

せ 

て 
 
 
 
 
 
 

佐
倉
市
長 
 

蕨 

和
雄 
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我
が
家
の
「
七
草
粥
」
は
、
冷

蔵
庫
の
野
菜
庫
か
ら
、
七
種
類
の

野
菜
を
さ
が
し
、
そ
れ
を
粥
に
入

れ
て
煮
込
み
「
七
草
粥
」
と
称
し

て
い
た
が
、
今
年
は
違
っ
た
。 

暮
に
購
入
し
た
お
正
月
用
品
の

一
つ
と
し
て
、
一
㌢
程
に
カ
ッ
ト

さ
れ
た
乾
燥
七
草
が
、
透
明
の
ビ

ニ
ー
ル
袋
に
入
り
、
袋
に
は
、
七

草
粥
の
由
来
や
、
調
理
？
法
等
が

印
刷
さ
れ
て
い
た
。
電
気
が
ま
で

炊
い
た
粥
の
中
に
、
袋
を
カ
ッ
ト

し
て
乾
燥
七
草
を
入
れ
、
よ
く
混

ぜ
数
分
ふ
た
を
し
て
お
く
。
や
が

て
そ
れ
な
り
の
香
の
す
る
「
七
草

粥
」
の
完
成
。
い
と
も
簡
単
。 

正
月
七
日
に
食
す
る
「
七
草

粥
」
は
万
病
に
効
き
、
ま
た
邪
気

を
除
く
と
伝
え
ら
れ
、
一
年
の
健

康
を
祈
り
食
す
る
と
言
わ
れ
て
い

る
。｢

芹せ
り

薺な
ず
な 

御
形

ご
ぎ
ょ
う

蘩
蔞

は
こ
べ
ら 

仏ほ
と
け

の
座ざ 

菘す
ず
な

蘿
蔔

す
ず
し
ろ 

こ
れ
ぞ
七
草｣

と
詠
ま
れ
て
い
る
。 

春
の
七
草
を
炊
き
込
ん
だ
七
草

粥
の
起
こ
り
は
、
平
安
初
期
、
中

国
か
ら
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

「
春
日
野
に
若
菜
摘
み
つ
つ
よ
ろ

づ
代
を
い
は
ふ
心
は
神
ぞ
知
る
ら

む
」(

素
性

そ

せ

い

法
師

ほ

う

し) 

七
種
の
若
菜
な
の
で
、
七
種

（
な
な
く
さ
）
と
書
く
と
も
言
う
。

芹
（
セ
リ
科
多
年
草
） 

薺
（
ア
ブ
ラ
ナ
科
、
ペ
ン
ペ
ン
草

で
知
ら
れ
て
い
る
） 

御
形
（
キ
ク
科
ハ
ハ
コ
草
） 

蘩
蔞
（
ナ
デ
シ
コ
科
ハ
コ
ベ
の
こ

と
） 

仏
の
座
（
キ
ク
科
タ
ビ
ラ
コ
・
シ

ソ
科
の
ホ
ト
ケ
ノ
ザ
は
別
） 

菘
（
ア
ブ
ラ
ナ
科
カ
ブ
） 

蘿
蔔
（
ア
ブ
ラ
ナ
科
ダ
イ
コ
ン
） 

秋
の
七
草
は
、
花
の
姿
や
色
の

美
し
さ
を
鑑
賞
す
る
も
の
を
集
め

て
い
る
が
、
春
の
七
草
は
、
春
の

香
を
味
わ
い
楽
し
む
も
の
。 

冬
の
散
歩
道
で
、
春
の
七
草
の

幾
つ
か
に
会
う
と
、
心
の
ふ
る
さ

と
に
会
っ
た
よ
う
な
、
な
つ
か
し

さ
と
、
う
れ
し
さ
で
一
杯
だ
。 

（
井
野 

清
澤
瞳
子
） 

  

 

生
ま
れ
る
こ
と 

 
 
 

産
む
こ
と 

私
に
は
三
人
の
子
供
が
い
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
誕
生
に
つ
い
て
、
不

思
議
な
経
験
を
語
ら
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。 

第
一
子
を
妊
娠
し
た
時
、
こ
の

子
は
私
の
母
の
生
ま
れ
変
り
だ
と

直
感
し
ま
し
た
。
私
の
母
は
、
八

年
前
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。

母
の
命
日
は
一
月
二
三
日
。
そ
こ

で
私
は
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
生
ま

れ
変
り
な
ら
、
一
・
二
・
三
の
日

に
生
ま
れ
て
お
い
で
」
と
い
つ
も

お
腹
の
赤
ち
ゃ
ん
に
話
し
か
け
て

い
ま
し
た
。
何
と
予
定
日
を
八
日

過
ぎ
て
、
一
二
月
三
日
に
生
ま
れ

て
き
ま
し
た
。 

第
二
子
を
妊
娠
し
た
時
、
予
定

日
が
三
月
三
一
日
と
言
わ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
で
は
長
男
の
入
園
式
に

出
席
で
き
ま
せ
ん
。
私
は
、「
お

兄
ち
ゃ
ん
の
入
園
式
に
、
マ
マ
は

出
席
し
た
い
か
ら
、
そ
れ
ま
で
待

っ
て
い
て
ね
」
と
言
い
き
か
せ
ま

し
た
。
四
月
九
日
に
着
物
を
着
て

無
事
出
席
し
、「
お
兄
ち
ゃ
ん
の

入
園
式
が
終
わ
っ
た
か
ら
出
て
き

て
い
い
わ
よ
」
と
お
腹
の
赤
ち
ゃ

ん
に
言
う
と
、
次
の
日
に
生
ま
れ

て
き
ま
し
た
。 

第
三
子
に
は
、「
好
き
な
時
に

生
ま
れ
て
お
い
で
ね
。
で
も
、
家

族
皆
が
お
う
ち
に
い
る
時
に
ね
」

と
言
っ
て
い
た
ら
、
夜
、
全
員
が

寝
て
い
る
時
に
、
陣
痛
が
始
ま
り
、

す
ぐ
に
破
水
し
て
、
自
宅
の
寝
室

で
、
お
兄
ち
ゃ
ん
と
お
姉
ち
ゃ
ん

に
見
守
ら
れ
な
が
ら
、
父
親
の
手

の
中
に
、
元
気
に
生
ま
れ
て
き
ま

し
た
。
出
産
予
定
病
院
は
、
車
で

五
分
で
す
が
、
行
く
間
も
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
へ
そ
の
緒
が
付
い

た
ま
ま
救
急
車
で
運
ば
れ
ま
し
た
。 

 

夜
中
に
駆
け
つ
け
て
来
て
く
れ

た
義
父
母
、
救
急
車
の
サ
イ
レ
ン

で
迷
惑
を
か
け
た
近
所
の
方
々
、

迅
速
に
対
し
て
く
だ
さ
っ
た
救
急

隊
員
や
お
医
者
さ
ん
、
助
産
婦
さ

ん
。
励
ま
し
て
く
れ
た
息
子
と
娘
。

そ
し
て
、
私
と
次
女
の
命
の
恩
人
、

主
人
に
感
謝
し
ま
す
。 

（
中
志
津 

奈
良
扶
規
子
） 

七
草
粥
に
思
う 
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藤
沢
周
平
の
作
品
に
魅
せ
ら
れ

た
人
は
ま
わ
り
に
大
勢
い
る
。
私

も
そ
の
一
人
と
な
っ
た
が
、
彼
の

作
品
に
夢
中
に
な
っ
た
の
は
還
暦

を
過
ぎ
て
時
間
の
余
裕
が
で
き
て

か
ら
で
あ
る
。 

 

東
北
の
小
藩
、
海
坂

う
な
さ
か

藩
の
下
級

武
士
や
江
戸
下
町
の
庶
民
た
ち
の

人
生
の
哀
歓
を
綴
っ
た
彼
の
作
品

は
、
美
し
い
日
本
の
季
節
の
風
景

描
写
も
合
わ
さ
っ
て
、
心
の
奥
底

を
揺
る
が
す
ほ
ど
の
清
々
し
さ
を

も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
日
本
人
だ

か
ら
こ
そ
得
ら
れ
る
共
通
の
感
動

で
あ
ろ
う
。 

 

登
場
人
物
も
ご
く
普
通
の
人
間

で
あ
り
、
読
む
者
は
親
近
感
を
常

に
抱
き
、
思
わ
ず
わ
が
身
の
生
き

方
と
重
ね
て
し
ま
う
ほ
ど
現
代
に

通
じ
る
。
彼
の
作
品
全
体
に
感
じ

る
こ
と
は
、
登
場
人
物
に
対
す
る

作
者
の
温
か
い
眼
差
し
で
あ
る
。

繰
り
返
し
読
む
と
味
わ
い
が
ま
す

ま
す
深
ま
る
。 
 

さ
ら
に
、
毎
年
の
よ
う
に
藤
沢

作
品
が
映
画
化
さ
れ
楽
し
み
が
増 

し
た
。
す
べ
て
海
坂
藩
を
舞
台
に

し
た
も
の
で
あ
る
。『
た
そ
が
れ

清
兵
衛
』
『
蝉
し
ぐ
れ
』
か
ら
、

『
武
士
の
一
分
』（
原
作
は
『
盲

目
剣
谺

こ
だ
ま

返
し
』）『
山
桜
』（
佐
倉

武
家
屋
敷
な
ど
で
撮
影
）
と
続
い

て
き
た
。
昨
年
も
『
花
の
あ
と
』

な
ど
が
公
開
さ
れ
、
今
年
初
夏
に

は
八
作
目
と
な
る
小
品
『
小
川
の

辺ほ
と
り

』
が
あ
る
よ
う
だ
。 

 

藤
沢
周
平
の
無
駄
の
な
い
文
章

と
、
そ
の
行
間
に
あ
る
世
界
を
如

何
に
し
て
映
像
化
す
る
か
、
映
画

監
督
た
ち
の
手
腕
や
演
じ
る
俳
優

た
ち
の
技
が
楽
し
み
で
あ
る
。
ク

ス
ッ
と
笑
う
の
も
、
ち
ょ
っ
と
涙

す
る
の
も
、
余
韻
を
楽
し
む
の
も

一
人
で
観
る
の
が
良
い
。 

 

さ
て
、
今
宵
も
ま
た
時
空
を
超

え
て
海
坂
城
下
染
川
町
の
飲
み
屋

「
砧

き
ぬ
た

屋
」
に
で
も
出
か
け
て
み

よ
う
か
。『
蝉
し
ぐ
れ
』
の
牧
文

四
郎
と
酒
を
酌
み
交
わ
す
こ
と
が

で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。 

 
 

（
染
井
野 

江
尻
秀
夫
） 

  

  

仕 

事 
  

現
役
時
代
は
金
融
関
係
の
仕
事

を
し
て
い
た
が
、
定
年
後
は
、
か

ね
て
か
ら
こ
れ
と
ま
っ
た
く
違
う

体
を
使
っ
て
汗
を
か
く
仕
事
を
地

元
で
し
た
い
と
思
い
、
四
年
前
か

ら
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
（
以

下
シ
ル
バ
ー
と
い
う
）
の
植
木
職

と
し
て
働
い
て
い
る
。 

 

当
初
は
近
所
で
一
人
住
ま
い
の

お
年
寄
り
が
多
く
、
植
木
の
剪
定

や
手
入
れ
に
困
っ
て
い
る
人
に
は
、 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
お
手
伝
い
を
し

て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
で
は
お
年
寄
り
に
気
づ
か

い
を
か
け
る
こ
と
に
な
り
、
か
え

っ
て
迷
惑
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に

気
が
つ
き
、
安
い
料
金
で
で
き
る

シ
ル
バ
ー
で
の
仕
事
を
始
め
た
の

で
あ
る
。 

 
私
は
も
と
も
と
こ
れ
と
い
っ
た

趣
味
も
な
く
、
植
木
の
仕
事
を
し

て
い
る
時
が
一
番
楽
し
い
。
木
を

ど
の
よ
う
に
剪
定
す
る
か
を
本
な

ど
で
調
べ
る
と
と
も
に
、
木
に
は

一
本
一
本
個
性
が
あ
り
、
庭
も
一

軒
一
軒
違
う
の
で
全
体
の
雰
囲
気

を
考
え
な
が
ら
、
仲
間
と
も
相
談

し
構
想
を
練
る
。
構
想
通
り
に
で

き
た
と
き
が
一
番
嬉
し
い
時
で
あ

る
。
し
か
も
お
客
さ
ん
か
ら
喜
ば

れ
「
ま
た
来
年
も
お
願
い
し
ま

す
」
と
言
わ
れ
た
と
き
は
最
高
の

喜
び
で
疲
れ
も
吹
っ
飛
ぶ
。 

 

ま
た
植
木
職
の
仕
事
は
健
康
の

た
め
に
も
な
っ
て
い
る
。
私
の
血

圧
は
１
５
０
〜
１
６
０
あ
っ
た
の

が
、
こ
の
仕
事
を
始
め
て
か
ら
最

近
で
は
１
３
０
前
後
に
改
善
し
、

血
糖
値
も
良
く
な
っ
て
き
て
い
る
。

一
緒
に
仕
事
を
し
て
い
る
仲
間
は

糖
尿
病
で
あ
っ
た
が
、
最
近
で
は

正
常
値
近
く
ま
で
改
善
し
、
医
者

も
驚
い
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
シ
ル
バ
ー
で
働
く

こ
と
は
、
仕
事
の
仲
間
や
お
客
さ

ん
な
ど
地
元
で
の
知
り
合
い
が
増

え
る
。
し
か
も
健
康
の
た
め
に
も

良
く
、
多
少
の
収
入
も
あ
り
、
良

い
こ
と
ず
く
め
で
あ
る
。
シ
ル
バ

ー
で
一
緒
に
働
き
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

（
大
蛇
町 

芦
野 

学
） 

 

藤
沢
周
平
を
楽
し
む 
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昨
年
の
六
月
か
ら
『
な
か
ま
』
の

編
集
委
員
と
し
て
参
加
し
て
い
ま
す
。

 

編
集
委
員
会
で
は
、
皆
様
か
ら
投

稿
さ
れ
た
文
章
の
誤
字
、
脱
字
、
句

読
点
、
送
り
仮
名
、
用
語
等
を
チ
ェ

ッ
ク
し
、
で
き
る
限
り
、
理
解
し
や

す
い
文
章
に
す
る
作
業
を
行
っ
て
い

ま
す
。 

 

投
稿
さ
れ
た
文
章
を
見
て
、
い
つ

も
感
心
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
日
々
の

経
験
や
思
い
を
実
に
素
直
に
文
章
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さ
く
ら
道 

 
 

十
一
月
の
初
旬
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
が

主
催
す
る
本
佐
倉
城
跡
見
学
会
に
参

加
し
、
遺
構
に
足
を
踏
み
入
れ
た
。 

 

本
佐
倉
城
は
京
成
大
佐
倉
駅
か
ら

徒
歩
５
分
、
北
は
印
旛
沼
、
周
り
を

下
総
台
地
の
谷
津
に
囲
ま
れ
た
要
害

の
地
に
、
千
葉
氏
が
文
明
年
間
（
室

町
時
代
後
期
）
に
築
城
し
た
由
。 

 

城
山
の
中
心
部
に
残
っ
て
い
る
主

殿
や
会
所
跡
に
立
つ
と
、
凛
と
し
た

晩
秋
の
空
気
の
中
か
ら
、
戦
国
武
将

の
宴
の
ざ
わ
め
き
や
、息
遣
い
が
聞
こ

え
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
た
。 

 

午
後
か
ら
は
、
城
跡
周
辺
を
散
策

し
、『
な
か
ま
』
十
一
月
号
の
投
稿
原

稿
に
あ
っ
た
「
桔
梗
塚
」
や
「
勝
胤
寺
」

を
実
際
に
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
、感
慨

深
い
も
の
が
あ
っ
た
。 

 

本
佐
倉
城
や
千
葉
氏
に
つ
い
て
は
、

未
だ
に
良
く
判
っ
て
い
な
い
こ
と
が
数

多
く
あ
る
と
の
こ
と
。今
後
進
め
ら
れ

て
い
く
発
掘
調
査
に
期
待
し
た
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
田
村
孝
則
） 

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。 

 

絵
の
好
き
な
人
は
絵
で
、俳
句
の
好

き
な
人
は
俳
句
で
、方
法
は
違
っ
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
、自
分
の
思
い
を

表
現
し
、他
の
人
に
感
動
や
喜
び
を
与

え
る
も
の
を
、形
に
残
す
こ
と
は
大
変

素
晴
ら
し
い
こ
と
と
感
じ
ま
す
。 

 

『
な
か
ま
』
発
行
の
狙
い
は
、
市
民

の
方
々
に
、紙
面
を
と
お
し
て
情
報
交

換
の
場
を
提
供
す
る
こ
と
で
す
。是
非
、

多
く
の
方
が
、ご
自
分
の
経
験
や
思
い

を
投
稿
し
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
坂
本
初
男
） 

1月の黒板 

 
『なかま』の２ページと３ページは佐倉市民の皆さんから投稿いた 

だいた記事を掲載しております。 

 『なかま』の原稿は、自由テーマを原則としています。「出会いと別れ」、「旅の 
思い出」、「祭り」、「私のふるさと」、「私の健康法」など何でも構いません。また、 
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あ
と
が
き 

 


