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現
役
を
退
き
、
ス
ー
ツ
・
ネ
ク

タ
イ
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
カ
ジ
ュ
ア

ル
ス
タ
イ
ル
が
毎
日
の
普
段
着
と

な
っ
た
私
に
と
っ
て
、
若
者
か
ら

一
部
高
齢
者
に
至
る
ま
で
、
最
近

の
カ
ジ
ュ
ア
ル
時
着
用
の
シ
ャ
ツ

類(

Ｙ
シ
ャ
ツ
・
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
・

Ｔ
シ
ャ
ツ
等)

の
着
こ
な
し
に
は
、

か
な
り
の
違
和
感
を
覚
え
る
の
で

あ
る
。
上
着
の
シ
ャ
ツ
の
裾
を
ズ

ボ
ン
に
納
め
ず
、
外
に
出
し
て
ゆ

と
り
感
を
与
え
る
あ
の
着
こ
な
し

で
あ
る
。 

私
の
子
供
時
代
、
学
生
服
の
Ｙ

シ
ャ
ツ
は
も
ち
ろ
ん
、
気
軽
に
寛

ぐ
服
装
の
際
に
も
、
上
着
の
シ
ャ

ツ
の
裾
を
ズ
ボ
ン
の
外
に
出
す
こ

と
は
、
そ
れ
こ
そ
だ
ら
し
な
い
格

好
で
「
身
だ
し
な
み
」
に
反
す
る

と
教
え
ら
れ
た
せ
い
か
、
や
や
窮

屈
な
気
が
す
る
も
の
の
、
今
で
も

自
然
と
シ
ャ
ツ
の
裾
は
ズ
ボ
ン
に

入
れ
て
し
ま
う
。
中
・
高
校
時
代

に
は
、
そ
の
ズ
ボ
ン
も
「
寝
押
し
」

と
い
っ
て
布
団
の
下
に
敷
い
て
寝

て
、
し
わ
を
伸
ば
し
折
り
目
を
つ

け
て
い
た
。 

そ
ん
な
昭
和
30
～
40
年
代
の
躾

が
い
わ
ば
習
慣
と
な
っ
て
い
る
私

だ
け
に
、
消
費
生
活
が
成
熟
・
多

様
化
し
た
現
代
に
あ
っ
て
も
、
シ

ャ
ツ
の
裾
の
外
だ
し
を
、
粋
で
お

し
ゃ
れ
な
着
こ
な
し
と
は
思
え
ず
、

な
ん
と
も
な
じ
め
な
い
。
む
し
ろ

若
者
で
は
昔
の
着
こ
な
し
が
野
暮

っ
た
い
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
だ
が
、

そ
ん
な
感
覚
に
も
つ
い
て
い
け
な

い
。
や
は
り
人
間
の
出
来
が
古
い

の
だ
ろ
う
。 

ジ
ー
ン
ズ
を
は
く
の
が
日
常
感

覚
に
な
っ
て
い
る
時
代
に
は
、
身

だ
し
な
み
の
物
差
し
が
大
き
く
変

化
す
る
の
は
む
ろ
ん
不
思
議
で
は

な
い
。
流
行
激
し
い
フ
ァ
ッ
シ
ョ

ン
の
流
れ
か
ら
す
る
と
、
貧
し
い

時
代
の
旧
来
の
身
だ
し
な
み
の
基

準
を
頑
な
に
遵
守
す
れ
ば
、
時
代

遅
れ
と
批
判
さ
れ
る
の
も
当
然
で

あ
ろ
う
。
ま
ず
身
内
か
ら
と
思
い
、

娘
の
長
男
に
指
導
し
た
と
こ
ろ
娘

の
反
発
に
あ
う
始
末
で
、
さ
す
が

に
肩
身
が
狭
い
。 

こ
の
よ
う
に
あ
の
恰
好
を
だ
ら

し
な
い
と
お
よ
そ
思
わ
な
い
感
覚

が
幅
広
く
定
着
し
て
い
る
状
況
下

で
は
、
ひ
と
ま
ず
自
分
な
り
の
身

だ
し
な
み
感
覚
を
堅
持
、
そ
の
上

で
Ｔ
Ｐ
Ｏ
に
応
じ
て
、
新
旧
の
着

こ
な
し
を
適
宜
使
い
分
け
る
と
い

っ
た
柔
軟
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る

に
違
い
な
い
。 

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な

「
型
な
し
社
会
」
へ
の
移
行
を
前

に
戸
惑
う
の
は
、
時
代
の
変
化
に

乗
り
遅
れ
る
老
人
の
杞
憂
と
一
蹴

さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
に
し
ろ

「
や
ば
い
」
と
い
う
言
葉
が
何
と

若
者
で
は
素
晴
ら
し
い
と
い
う
意

味
で
も
使
用
さ
れ
る
時
代
で
あ
る

の
だ
か
ら
…
。 
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カ
レ
ッ
ジ
4
年
生
に
し
て
初
め

て
『
な
か
ま
』
へ
の
原
稿
用
紙
を

渡
さ
れ
た
。
書
き
手
は
数
多
く
い

る
だ
ろ
う
に
と
思
い
な
が
ら
も
、

最
近
見
学
し
た
二
ヵ
所
に
つ
い
て

書
い
て
み
よ
う
と
思
う
。 

一
つ
目
は
塚
本
美
術
館
。
20
年

前
佐
倉
に
越
し
て
来
た
ば
か
り
の

頃
、
知
人
と
入
っ
て
み
た
。
受
付

で
「
あ
な
た
方
は
本
当
に
見
た
い

で
す
か
」
と
問
わ
れ
、
ど
ぎ
ま
ぎ

し
た
事
を
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て

い
る
。
緊
張
し
な
が
ら
来
館
者
帳

に
記
入
、
２
人
目
で
あ
っ
た
。 

昭
和
40
年
東
京
銀
座
に
「
日
本

刀
美
術
館
」
と
し
て
、
初
代
館
長

故
塚
本
素
山
の
依
頼
で
酒
井
繁
正

刀
匠
に
よ
り
開
設
さ
れ
、
千
葉
そ

し
て
佐
倉
に
移
設
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
常
設
と
し
て
作
刀
工
程
が

写
真
と
実
物
見
本
で
示
さ
れ
、
平

常
２
～
３
ヵ
月
毎
に
刀
身
・
外
装
・

刀
装
具
等
４
０
０
点
の
中
か
ら
20

点
程
展
示
さ
れ
る
と
い
う
。 

刀
剣
に
は
知
識
も
な
く
見
学
す

る
機
会
も
な
か
っ
た
が
、
興
味
を

引
い
た
の
は
刃は

文も
ん

で
、
私
好
み
は

「
来
派

ら

い

は

」
で
あ
っ
た
。
私
の
愚
問

に
「
堀
田
家
は
所
謂
名
刀
は
お
持

ち
で
な
か
っ
た
」
と
の
返
事
で
あ

っ
た
。 

二
つ
目
は
、
道
を
隔
て
た
斜
め

向
か
い
の
木
村
屋
の
蔵
と
伝
承
古

美
術
。
こ
ち
ら
も
20
年
振
り
で
あ

る
。 明

治
15
年
銀
座
木
村
屋
３
号
店

と
し
て
創
業
。
歩
兵
五
十
七
連
隊

に
非
常
食
や
パ
ン
を
納
入
す
る
御

用
達
で
あ
っ
た
。
蔵
は
、
江
戸
時

代
後
半
に
油
屋
が
建
て
た
も
の
を
、

初
代
鵜
澤
英
三
郎
が
買
取
り
今
日

ま
で
営
業
を
続
け
て
い
る
。 

蔵
の
入
口
に
本
膳
入
箱
、
江
戸

時
代
の
大
皿
・
染
付
け
・
水
差
・

茶
碗
等
が
並
び
蓑み

の

虫む
し

の
バ
ッ
グ
も

あ
っ
た
。
ケ
ー
ス
に
は
亀
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
も
。
２
階
の
天
井
の
梁

も
立
派
。
火
鉢
・
十
二
支
の
土

鈴
・
高
札
・
壺
・
人
形
等
懐
か
し

さ
を
覚
え
た
。
ま
さ
に
歴
史
の
町

で
あ
る
。 

 

（
千
成 

大
場 

博
子
） 

   

最
近
、
祖
母
が
「
子
供
笑
う
な
、

来
た
道
じ
ゃ
。
年
寄
り
笑
う
な
、

行
く
道
じ
ゃ
」
と
言
っ
て
い
た
の

を
思
い
出
す
。
後
半
部
分
が
身
に

沁
み
る
年
代
に
な
っ
た
か
ら
だ
ろ

う
。
同
じ
よ
う
に
Ｔ
Ｖ
や
雑
誌
で

「
終
活
」
と
い
う
言
葉
を
見
聞
き

す
る
。
生
き
方
と
同
じ
よ
う
に
終

え
方
も
大
事
と
い
う
考
え
方
に
は

共
感
で
き
る
の
で
、
少
し
ず
つ
情

報
収
集
も
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

折
し
も
今
年
の
初
め
に
地
域
に

オ
ー
プ
ン
し
た
「
有
料
老
人
ホ
ー

ム
」
の
内
覧
会
が
あ
っ
た
の
で
早

速
見
学
に
出
か
け
て
み
た
。
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
の
重
視
（
基
本
は
個

室
）
、
家
族
と
の
つ
な
が
り
の
維

持
（
家
族
用
の
食
堂
）
、
現
役
時

代
の
趣
味
の
継
続
（
料
理
や
ガ
ー

デ
ニ
ン
グ
の
で
き
る
場
所
）
な
ど
、

豊
か
な
老
後
を
過
ご
す
た
め
の
配

慮
が
行
き
届
い
て
い
た
。 

真
新
し
い
施
設
の
隅
に
置
か
れ

た
一
台
の
折
り
畳
み
式
の
車
椅
子

が
目
に
留
ま
っ
た
。
そ
う
い
え
ば

市
民
カ
レ
ッ
ジ
の
先
輩
が
、
車
椅

子
の
修
理
を
さ
れ
て
い
る
と
い
う

話
を
思
い
出
し
た
の
だ
。
こ
う
し

た
介
護
施
設
も
、
開
発
は
営
利
団

体
が
行
う
に
し
て
も
単
体
で
運
営

し
て
い
く
に
は
限
界
が
あ
る
だ
ろ

う
。
地
域
の
元
気
な
人
間
が
無
理

の
な
い
範
囲
で
細
か
な
サ
ポ
ー
ト

を
し
て
い
け
ば
、
さ
ら
に
豊
か
な

事
業
に
な
っ
て
、
地
域
と
し
て
の

魅
力
も
増
し
て
い
く
は
ず
だ
。 

そ
う
考
え
る
と
、
自
分
も
元
気

な
う
ち
は
、
終
の
棲
家
に
い
る

方
々
の
お
役
に
立
て
る
こ
と
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
聞
き
上
手
な

ら
話
し
相
手
、
動
物
が
好
き
な
ら

ア
ニ
マ
ル
セ
ラ
ピ
ー
の
補
助
、
修

理
の
技
術
が
あ
る
な
ら
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
の
応
援
と
様
々
な
協
力
の
形

が
浮
か
ん
だ
。
縁
が
あ
っ
て
住
み

着
い
た
こ
の
街
の
一
員
と
し
て
、

微
力
で
も
で
き
る
こ
と
を
考
え
る

き
っ
か
け
に
な
っ
た
一
日
だ
っ
た
。 

 

（
ユ
ー
カ
リ
が
丘 

布
施 

鉄
男
） 

 

佐
倉
の
点
二
つ 

地
域
の
一
員
と
し
て 
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食
改
推
進
員
の
活
動
に 

  
私
は
平
成
25

年
か
ら
佐
倉
市
健

康
増
進
課
が
主
管
部
署
と
し
て
進

め
て
い
る
食
生
活
改
善
推
進
員
の

講
習
会
を
受
講
し
て
後
、
推
進
員

と
し
て
委
嘱
さ
れ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

活
動
に
参
加
し
て
い
ま
す
。 

食
生
活
改
善
推
進
員
は
、
健
康

増
進
課
が
担
当
す
る
市
民
の
健
康

の
維
持
・
向
上
に
協
力
す
る
活
動

で
あ
り
ま
す
。
基
本
は
市
が
定
め

て
い
る
『
健
康
さ
く
ら
21
』
で
目

指
す
「
生
活
習
慣
病(

一
次
予
防)

を
重
視
し
た
健
康
づ
く
り
」
と

「
健す

こ

や
か
な
親
子
づ
く
り
」
の
推

進
で
す
。
対
象
は
乳
幼
児
か
ら
高

齢
者
ま
で
の
市
民
全
体
で
す
。 

そ
の
中
の
目
標
の
ひ
と
つ
に

「
健
康
寿
命
の
延
伸
」
が
あ
り
ま

す
。 私

は
「
食
の
領
域
の
分
野
」
で

社
会
に
参
加
し
て
き
た
一
人
で
す

が
、
「
健
康
寿
命
」
と
い
う
言
葉

は
広
く
は
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
近
年
に
な
り
多
く
の
人
に

浸
透
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
。 

食
の
領
域
で
の
社
会
の
関
心

事
を
振
返
っ
て
見
る
と
大
き
く
変

化
し
て
い
ま
す
。
時
系
列
に
み
る

と
食
料
の
確
保(

昭
和

20
年
代)

→
カ
ロ
リ
ー(

30
年
代)

→
栄
養

(

4 0
年

代)

→

健

康(

5 0
年

代)

→
美
味
し
さ
・
鮮
度(

60
年
代)

→
安
全
・
安
心(

平
成
元
～
20
年)

→
健
康
寿
命(

20
年
代)

と
言
え

ま
す
。
今
ま
で
は
「
平
均
寿
命
」

を
ベ
ー
ス
に
健
康
が
語
ら
れ
ま
し

た
が
、
近
年
は
「
健
康
寿
命
」
を

ベ
ー
ス
に
語
ら
れ
る
様
に
な
り
ま

し
た
。 

医
学
・
栄
養
学
で
言
わ
れ
る
基

準
も
変
化
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば

血
圧
の
基
準
値
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー

ル
の
基
準
値
、
塩
分
摂
取
量
等
で

す
。 し

か
も
最
近
は
「
高
齢
者
の
低

栄
養
化
」
に
つ
い
て
も
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
結
局
は
自
分
の
健
康
は

食
事
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
な
が
ら
、

運
動
、
社
会
活
動
へ
の
参
加
等
を

し
な
が
ら
自
分
を
守
る
こ
と
が
大

切
な
の
か
と
い
う
思
い
で
す
。 

 

（
染
井
野 

松
村 

靖
） 

    

昨
今
は 

マ
ジ
？
受
け
る
で 

す
む
会
話 

そ
れ
っ
て
超 

や
ば
い
ん
で
す
け
ど 

  

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン 

指
を
す
べ
ら
せ 

め
く
る
ペ
ー
ジ 

行
間
を
読
む
等 

死
語
の
技 

 

今
時
の 

若
者
な
ん
て 

言
う
な
か
れ 

い
つ
の
時
代
も 

若
者
Ｎ
Ｏ
Ｗ 

  

確
か
め
て 

振
り
込
む
前
に 

確
か
め
て 

家
族
の
病 

か
か
ら
ぬ
よ
う
に 

  

確
か
め
て 

皆
の
税
金 

使
う
前 

競
技
場
や
ら 

何
や
ら
か
や
ら 

  

恥
ず
か
し
い 

羞
恥
心
は 
ど
こ
い
っ
た 

教
授 

校
長 
警
察
官 

 

  

車
い
す 

押
す
人
乗
る
人 

高
齢
者 

平
均
寿
命
に 

健
康
寿
命 

  

い
つ
ま
で
も 

や
ま
な
い
雨
は 

な
い
け
れ
ど 

爪
あ
と
残
す 

自
然
の
猛
威 

  

パ
ソ
コ
ン
に 

取
り
組
ん
だ
の
は 

良
い
け
れ
ど 

 

驚
く
ば
か
り 

パ
ソ
コ
ン
用
語 

 

昨
年
の 

種
が
こ
ぼ
れ
た 

朝
顔
は 

縦
横
無
尽
に 

咲
き
み
だ
れ 

 

夕
や
み
に 

流
れ
近
づ
く 

豆
腐
屋
の 

ラ
ッ
パ
懐
か
し 

路
地
裏
浮
か
ぶ 

 

お
宅
さ
ん 

ど
な
た
さ
ん
か
と 

聞
か
れ
て
も 

こ
ち
ら
も
そ
ろ
そ
ろ 

ど
な
た
で

し
ょ
う 

  
 

 

（
上
座 

岩
井 

糸
子
） 

 

食
改
推
進
員
の
活
動
に 

参
加
し
て
最
近
思
う
こ
と 

下
町
糸
ち
ゃ
ん 

 
 

言
い
た
い
放
題 
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あ
っ
と
い
う
間
に
、
今
年
も
師

走
に
な
り
ま
し
た
。
年
末
は
、
大

掃
除
や
新
年
を
迎
え
る
準
備
な
ど

で
大
忙
し
で
す
。 

私
は
今
年
の
新
学
期
か
ら
、
本

紙
の
編
集
委
員
に
選
出
さ
れ
不
安

で
し
た
が
、
今
は
皆
様
か
ら
の
投

稿
を
楽
し
み
に
し
て
、
編
集
に
携

わ
っ
て
い
ま
す
。 

今
年
の
10
月
16
～
18
日
に
、
志

津
公
民
館
祭
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
公
民
館
が
建
て
替
え
ら
れ
る

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 

 

10
月
18
日
、
佐
倉
市
民
音
楽
ホ

ー
ル
に
て
、
紺
野
美
沙
子
さ
ん
の

朗
読
座
に
、
妻
が
チ
ケ
ッ
ト
を
購

入
し
て
い
た
の
で
２
人
で
出
か
け

た
。 

 

自
分
自
身
50
数
年
ぶ
り
に
直
接

鶴
の
恩
返
し
の
あ
ら
す
じ
を
聞
い

た
。
懐
か
し
か
っ
た
。
人
間
は
感

謝
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、
ど

ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
約
束
を
破

っ
て
は
な
ら
な
い
。
破
っ
た
ら
そ

こ
で
全
て
終
る
。 

 

取
り
返
し
が
つ
か
な
い
。
半
世

紀
が
経
て
も
変
わ
ら
な
い
道
理
で

あ
る
。 

 

本
日
の
朗
読
を
聞
い
て
、
自
分

自
身
、
恩
を
返
せ
な
い
方
が
大
勢

い
る
が
、
過
去
を
振
り
返
る
こ
と

が
出
来
な
い
分
は
、
こ
れ
か
ら
行

動
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
す

る
こ
と
で
少
し
で
も
返
し
て
い
き

た
い
。
本
日
は
感
謝
を
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
の
発
見
を
得
た
。 

 

（
白
濱 

敏
則
） 

の
で
、
こ
こ
で
は
最
後
の
開
催
と

な
り
ま
し
た
。
多
く
の
サ
ー
ク
ル

が
、
活
動
成
果
の
発
表
や
展
示
を

行
い
、
盛
大
に
終
了
し
ま
し
た
。 

我
が
家
で
は
、
春
に
孫
の
初
誕

生
祝
い
と
初
桃
の
節
句
、
秋
に
は
、

七
五
三
と
め
で
た
い
事
が
続
き
ま

し
た
。
成
長
が
楽
し
み
で
す
。 

22
日
は
「
冬
至
」
で
す
。
こ
の

日
に
、
か
ぼ
ち
ゃ
を
食
べ
て
柚
子

湯
に
入
る
と
、
無
病
息
災
で
過
ご

せ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
来
年

も
健
康
で
あ
り
ま
す
様
に
！ 

（
櫻
田 

弘
美
） 

１２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、 

日常での出来事で発見したこと、気付いたこと、経験や感想などもご随意にお書き 
ください。 
原稿の字数は、650 字（13 字×50 行）以内です。また、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。 

問い合わせ先 
佐倉市立中央公民館 TEL: 043-485-1801 FAX: 043-485-1803 

〒285-0025 佐倉市鏑木町 198-3 
E-mail: chuo-public@city.sakura.lg.jp 
URL: http://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/16-1-0-0-0_1.html 

『なかま』は佐倉市民カレッジの学生と卒業生で構成される編集委員が編集し、市民カレッジ情報コースの卒業生が文字入力を行っています。 

あ
と
が
き 

 


