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先
般
、
当
て
も
無
く
ふ
ら
り
と

図
書
館
に
寄
っ
て
み
た
。 

平
日
だ
っ
た
の
で
、
学
生
ら
し

き
人
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
リ
タ

イ
ア
し
た
方
か
シ
ニ
ア
ら
し
き
男

性
が
多
く
、
何
か
難
し
そ
う
な
分

厚
い
本
を
熱
心
に
読
み
耽
っ
て
お

り
、
館
内
は
静
け
さ
が
漂
っ
て
い

た
。 そ

ん
な
中
を
足
音
を
忍
ば
せ
、

当
て
も
無
い
目
的
に
向
か
っ
て
書

棚
に
目
を
配
り
な
が
ら
彷
徨

さ

ま

よ

い
歩

く
こ
と
暫
し
。 

ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
、
あ
る
書

物
に
目
が
留
ま
っ
た
。 

黒
の
分
厚
い
立
派
な
表
紙
で
出

来
た
過
去
の
『
な
か
ま
』
の
集
約

本
で
あ
る
。 

こ
れ
に
は
、
平
成
７
年
４
月
号

か
ら
13
年
10
月
号
ま
で
が
集
録
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
前
後
に
つ
い
て

照
会
し
て
み
た
が
「
保
管
な
し
」

と
の
こ
と
。 

そ
こ
で
、
手
元
の
資
料
と
併
せ

て
『
な
か
ま
』
の
歴
史
を
模
索
し

て
み
た
。 

 

昭
和
51
年

11
月 

 

当
時
の
市
民
カ
レ
ッ
ジ
「
長 

寿
大
学
」
が
「
長
寿
大
学
ニ 

ュ
ー
ス
」
と
し
て
初
刊
を
刊 

行
。 

 昭
和
52
年
５
月 

 現
「
佐
倉
市
民
カ
レ
ッ
ジ
」 

が
開
校
し
受
け
継
ぎ
、
「
高 

齢
者
だ
よ
り 

な
か
ま
」
と 

改
称
。 

 平
成
９
年
・
平
成
20
年 

 

(
社)

日
本
善
行
会
か
ら
二
度 

に
亘
り
、
善
行
賞
受
賞
。 

『
な
か
ま
』
と
改
称
。 

 

そ
し
て
、
当
月
、
４
７
３
号
の

刊
行
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

『
な
か
ま
』
は
、
初
刊
号
か
ら

１
号
も
欠
か
す
こ
と
な
く
発
刊
出

来
た
こ
と
は
、

偏
ひ
と
え

に
市
民
の
皆
様

の
暖
か
い
ご
支
援
の
賜
物
と
厚
く

御
礼
申
し
上
げ
る
と
共
に
、
こ
こ

に
『
な
か
ま
』
の
面
影
を
偲
ん
で
、

懐
か
し
の
場
面
を
ご
披
露
し
て
お

く
。 

（
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史
を
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高齢者だより「なかま」編集会議が、 
長年にわたる善行活動の成果として平成 
９年度成人善行表彰を受賞いたしました。 
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今
東
光
は
佐
倉
市
ゆ
か
り
の
作

家
で
あ
る
。 

私
が
志
津
地
区
に
あ
る
今
家
を

訪
れ
た
の
は
、
今
か
ら

20
年
ほ

ど
前
で
、
今
先
生
は
こ
の
時
す
で

に
亡
く
な
ら
れ
て
い
た
。 

奥
様
か
ら
種
々
の
お
話
を
伺
っ

た
。
先
生
が
二
十
歳
の
頃
、
ニ
セ

一
高
生
と
し
て
、
高
名
な
漢
学
者

で
あ
っ
た
塩
谷

温
あ
つ
し

博
士
の
講
義
を

「
盗
講
＝
東
光
」
と
ダ
ジ
ャ
レ
て

受
講
。
し
か
し
塩
谷
先
生
か
ら
は

「
ニ
セ
だ
が
極
め
て
優
秀
」
と
の

お
誉
め
の
お
言
葉
。 

こ
の
漢
学
が
、
後
に
『
支
那
文

学
大
観
・
桃
花
扇
』
や
『
今
氏
易

学
史
』
の
出
版
と
な
っ
た
。 

今
先
生
の
座
右
の
本
で
あ
る

『
論
語
』
か
ら
、
上
志
津
小
学
校

に
「
學
不
倦
」
（
学
び
て
倦う

ま
ず
）

の
書
が
、
扁
額
に
し
て
贈
ら
れ
た
。 

 
 

ま
た
「
古
典
を
引
用
の
場
合
で

も
全
文
字
引
用
で
は
な
く
、
文
字 

を
少
し
変
え
る
と
よ
い
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
と
い
う
。 

な
る
ほ
ど
松
尾
芭
蕉
の
『
奥
の

細
道
』
巻
頭
の
「
月
日
は
百
代

は
く
た
い

の

過く
わ

客か
く

」
や
平
泉
の
「
国
破
れ
て
山

河
あ
り
、
城
春

じ
ょ
う

に
し
て
草
青
み
た

り
」
で
も
忠
実
な
引
用
で
は
な
い
。 

そ
う
な
ら
「
學
不
倦
」
に
つ
い

て
、
『
論
語
』
原
文
で
は
「
学
び

て
厭い
と

わ
ず
、
人
を
誨お
し

え
て
倦う

ま
ず
」

で
あ
る
。
「
學
不
倦
」
と
は
「
子

供
達
は
学
ん
で
厭
わ
ず
、
教
師
達

は
誨お
し

え
て
倦う

ま
ず
」
の
要
約
（
意

味
の
深
化
）
な
の
だ
ろ
う
か
？ 

今
東
光
資
料
館
が
一
昨
年
、
大

阪
の
八
尾
市
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。

次
は
岩
手
県
に
で
も
文
学
館
が
で

き
る
の
で
あ
ろ
う
か
？ 

今
東
光
文
学
研
究
会
誌
『
慧
相

え

そ

う

』

が
毎
年
発
行
さ
れ
て
い
る
。
佐
倉

市
の
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
な

い
の
が
残
念
で
あ
る
。 

さ
て
、
今
先
生
は
昭
和
52
年
９

月
19
日
に
亡
く
な
ら
れ
、
奥
様
は

平
成
20
年
9
月
19
日
に
亡
く
な
ら

れ
た
。
今
年
も
ご
命
日
に
は
上
野

寛
永
寺
へ
の
墓
参
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
石
川 

西
崎 

正
夫
） 

 

   

先
だ
っ
て
川
内
原
発
１
号
機
の

運
転
が
再
開
さ
れ
た
。
だ
が
福
島

の
事
故
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
お

い
そ
れ
と
は
い
か
な
い
。
こ
の
事

故
が
い
つ
終
息
す
る
か
の
見
通
し

さ
え
立
っ
て
い
な
い
。
核
の
不
具

合
は
今
の
技
術
で
は
手
に
負
え
な

い
と
言
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
ま

さ
に
厄
介
な
暴
れ
者
で
あ
る
こ
と

よ
。
核
の
危
う
さ
を
考
え
る
と
人

と
共
存
は
難
し
い
と
思
う
が
。 

そ
ん
な
中
、
福
島
の
様
々
な
問

題
を
解
決
せ
ず
に
、
停
止
中
の
原

発
を
川
内
原
発
と
同
様
に
運
転
を

再
開
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
運

転
を
再
開
す
れ
ば
思
わ
ぬ
事
故
の

ほ
か
に
高
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物

も
ど
ん
ど
ん
溜
ま
っ
て
い
く
。
肝

心
の
最
終
処
分
地
の
目
途
も
立
っ

て
い
な
い
と
言
う
で
は
な
い
か
。 

ち
ょ
っ
と
こ
こ
で
振
り
返
っ
て

み
る
。
国
民
と
核
と
の
不
幸
な
出

会
い
の
こ
と
で
あ
る
。
広
島
、
長

崎
、
次
い
で
第
五
福
竜
丸
。
今
回

は
福
島
原
発
が
放
射
性
物
質
を
外

部
に
放
出
し
、
人
と
環
境
に
深
刻

な
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
国
民
は
戦
前
と
戦
後
に

か
け
世
界
に
例
の
な
い
４
回
も
の

被
ば
く
を
し
た
こ
と
に
な
る
。 

と
こ
ろ
で
関
係
者
は
、
こ
う
い

っ
た
事
件
・
事
故
の
関
連
情
報
を

こ
れ
ま
で
、
適
時
適
切
に
私
た
ち

へ
提
供
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

片
や
私
た
ち
は
核
の
こ
と
を
真
剣

に
考
え
、
し
っ
か
り
と
理
解
し
た

と
断
言
で
き
る
だ
ろ
う
か
。 

日
本
は
、
議
会
政
治
の
国
で
あ

る
。
国
民
の
声
は
国
に
届
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
っ
た
環
境

に
あ
っ
て
、
改
め
て
原
発
の
運
転

再
開
を
止
め
る
に
は
ど
う
し
た
ら

良
い
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
い
っ

て
私
に
は
特
別
な
事
は
出
来
な
い
。

だ
が
、
次
の
選
挙
で
は
自
分
の
考

え
に
最
も
近
い
候
補
者
に
投
票
す

る
こ
と
は
出
来
る
。 

今
、
核
に
替
わ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
だ
け
は
間
違
い
な
い
と
思
っ
た
。 

 (

ユ
ー
カ
リ
が
丘 

廣
吉 

正
毅)

 

 

今
家

こ

ん

け

墓
参 

原
発
を
ど
う
す
る 
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   平
成
22
年
『
な
か
ま
』
９
月
号

に
、
私
の
「
佐
倉
こ
ど
も
か
る
た

完
成
へ
」
と
い
う
文
を
載
せ
て
頂

い
た
。
市
民
カ
レ
ッ
ジ
16
期
の
グ

ル
ー
プ
「
子
都
手
留
会
」
の
私
達

は
、
「
ま
ち
づ
く
り
」
の
課
題
と

し
て
「
佐
倉
こ
ど
も
か
る
た
」
を

制
作
し
て
こ
れ
を
携
え
て
普
及
活

動
を
し
て
き
た
。
２
年
半
程
を
費

や
し
て
推
敲
を
重
ね
編
集
し
て
き

た
か
る
た
文
に
絵
を
描
き
、
パ
ソ

コ
ン
で
処
理
し
た
も
の
を
、
切
っ

た
り
貼
り
つ
け
た
り
の
全
く
の
手

作
り
の
か
る
た
２
箱
を
持
っ
て
、

活
動
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の

が
平
成
22
年
の
こ
の
頃
で
あ
っ
た
。 

以
来
５
年
余
り
を
経
た
今
年
度

同
時
期
、
活
動
回
数
は
90
回
台
を

数
え
、
今
後
予
定
さ
れ
た
も
の
を

こ
な
し
て
い
く
と
年
度
内
に
１
０

０
回
を
達
成
す
る
事
と
な
る
。
記

念
す
べ
き
節
目
と
し
て
私
達
会
員

一
同
深
く
感
慨
に
ふ
け
る
ば
か
り

で
あ
る
。 

次
代
を
担
う
佐
倉
の
子
供
達
に

佐
倉
の
良
い
と
こ
ろ
を
知
っ
て
も

ら
う
為
に
親
し
め
る
も
の
を
と
い

う
主
旨
か
ら
、
や
は
り
私
達
の
活

動
は
小
学
校
へ
の
訪
問
を
第
一
順

位
に
挙
げ
て
き
た
。
市
内
23
校
中

14
校
に
出
向
い
て
き
て
、
毎
年
声

の
か
か
る
学
校
も
あ
り
現
在
ま
で

に
33
回
も
の
訪
問
を
し
て
き
た
。 

次
に
同
じ
位
に
活
動
回
数
の
多

か
っ
た
の
が
、
地
域
活
動
へ
の
要

請
を
受
け
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
知

ら
な
か
っ
た
地
域
の
伝
統
あ
る
ふ

る
さ
と
祭
り
、
新
開
発
地
域
の
新

し
い
形
の
文
化
祭
、
地
区
子
供
会

自
治
会
の
三
世
代
交
流
会
等
々
。 

私
達
の
活
動
の
出
発
点
が
公
民

館
事
業
だ
っ
た
事
に
よ
り
、
公
民

館
主
催
の
も
の
に
参
加
し
て
き
た

こ
と
多
々
有
り
。
中
央
、
志
津
、

根
郷
公
民
館
等
へ
協
力
出
来
た
と

思
う
。
最
後
に
活
動
回
数
は
少
な

い
の
だ
が
、
介
護
施
設
等
へ
の
希

望
に
も
応
え
て
き
た
事
を
紹
介
し

た
い
。
先
輩
の
方
々
へ
の
敬
意
を

表
す
る
活
動
は
、
こ
の
「
佐
倉
こ

ど
も
か
る
た
」
の
お
か
げ
で
あ
る
。 

 

（
新
臼
井
田 

坪
井 

栄
子
） 

   

若
い
と
き 

若
い
と
き
は
老
眼

な
ら
ず
。
新
聞
を
読
む
、
本
を
読

む
、
パ
ソ
コ
ン
を
す
る
、
ネ
ッ
ト

を
す
る
、
ス
マ
ホ
を
す
る
、
自
在

な
り
。
老
眼
眼
鏡
を
掛
け
る
必
要

は
な
い
。
眼
鏡
を
掛
け
る
こ
と
な

く
ば
、
行
動
に
制
約
少
な
し
。
行

動
に
制
約
な
き
こ
と
は
若
い
と
き

に
は
気
が
付
か
な
い
。
老
眼
に
な

っ
て
初
め
て
気
が
付
く
も
の
な
り
。 

 

老
眼
の
不
便 

老
眼
に
な
れ
ば

結
構
不
便
な
り
。
ま
ず
眼
鏡
を
探

す
手
間
が
か
か
る
。
眼
鏡
を
何
不

自
由
な
く
手
に
入
れ
る
た
め
に
は
、

自
宅
に
○
組
、
そ
の
他
自
動
車
内
、

働
場
、
鞄
、
服
内
に
○
組
、
合
計

○
組
ほ
ど
が
必
要
と
な
る
ら
む
。

老
眼
に
な
る
と
、
近
く
の
物
が
見

え
に
く
い
の
で
い
ろ
い
ろ
問
題
を

起
こ
し
や
す
い
。
大
事
な
こ
と
を

見
逃
し
や
す
い
。
目
の
よ
か
っ
た

人
は
逆
に
老
眼
に
な
り
や
す
い
。 

 

老
眼
に
な
ら
ぬ 
Ｌ
Ｅ
Ｄ
灯
は

眼
に
よ
く
な
い
。
統
計
は
出
て
い

な
い
が
、
視
力
が
落
ち
や
す
い
。

蛍
光
灯
も
眼
に
よ
く
な
い
。
こ
れ

は
確
実
近
眼
に
な
り
、
ま
た
老
眼

に
も
な
り
や
す
し
。
公
表
す
べ
し
。

眼
に
よ
い
光
は
午
前
中
の
太
陽
の

光
。
そ
の
太
陽
の
光
を
照
明
器
具

に
し
た
も
の
あ
り
。
こ
れ
を
用
い

れ
ば
、
老
眼
に
な
り
に
く
い
。
値

が
張
る
が
眼
の
健
康
の
た
め
に
は

必
要
経
費
と
な
る
ら
む
。
安
く
は

白
熱
球
あ
り
。
さ
ら
に
眼
の
体
操

す
べ
し
。
眼
球
は
い
く
つ
も
の
筋

肉
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
原
理
を
知
り
て
、
眼
の
筋
肉
動

か
す
べ
し
。
眼
の
周
辺
を
磨
く
べ

し
。
何
事
に
よ
ら
ず
、
気
を
入
れ

て
や
る
こ
と
は
眼
に
も
よ
い
。
眼

を
よ
く
し
た
い
、
何
よ
り
も
老
眼

に
は
な
ら
ぬ
と
い
う
決
意
こ
そ
、

行
動
の
熱
源(

マ
グ
マ)

な
り
。 

 

（
宮
前 

佐
藤 

天
彦

た
か
ひ
こ

） 
 

 

老
眼 
「
子
都
手
留
会

し

っ

て

る

か

い

」
の
活
動 
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今
年
も
、
早
３
月
に
な
っ
た
。

１
月
、
い・
ぬ
（
往
ぬ
）
、
２
月
、
に・

げ
る
（
逃
げ
る
）、
３
月
、
さ・
る
（
去

る
）
と
言
っ
て
、
１
～
３
月
は
あ

っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま

う
。 ３

月
と
言
え
ば
、
先
ず
「
決
算

期
末
」
の
こ
と
が
頭
に
浮
か
ぶ
。

入
社
し
た
頃
の
算
盤

そ
ろ
ば
ん

片
手
に
深
夜

に
及
ぶ
残
業
や
、
営
業
成
績
の
最

後
の
積
み
上
げ
に
追
わ
れ
る
な
ど

慌
た
だ
し
い
月
で
あ
っ
た
。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 

 

私
の
楽
し
み
は
観
劇
で
す
。
演

劇
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
、
歌
舞
伎
な

ど
の
舞
台
を
、
劇
場
で
観
る
の
が

好
き
で
す
。
音
楽
の
生
演
奏
や
出

演
者
の
表
情
、
動
き
な
ど
が
直
接

感
じ
ら
れ
、
感
動
が
増
大
し
ま
す
。

10
年
程
前
、
公
益
財
団
法
人
「
都

民
劇
場
」
の
会
員
と
な
り
、
そ
れ

以
来
定
期
的
に
都
内
の
劇
場
で
観

劇
を
楽
し
ん
で
い
ま
す
。 

 

こ
の
１
月
に
は
明
治
座
で
、
二

人
の
女
性
演
歌
歌
手
に
よ
る
新
春

公
演
を
楽
し
ん
で
き
ま
し
た
。 

 

観
劇
は
、
幕
間

ま
く
あ
い

の
弁
当
や
売
店

で
お
み
や
げ
を
選
ぶ
の
も
楽
し
み

で
す
。
ま
た
、
劇
場
へ
の
行
き
帰

り
も
楽
し
み
の
一
つ
で
す
。
帝
国

劇
場
の
場
合
は
、
ユ
ー
カ
リ
が
丘

か
ら
東
京
駅
迄
高
速
バ
ス
に
乗
り
、

駅
地
下
の
食
品
売
場
で
お
い
し
い

物
を
探
し
ま
す
。
帰
り
は
、
都
会

の
雰
囲
気
に
ふ
れ
な
が
ら
銀
ブ
ラ

し
て
東
銀
座
駅
に
向
か
い
ま
す
。 

 

観
劇
は
、
こ
れ
か
ら
も
私
の
元

気
の
源
と
な
り
そ
う
で
す
。 

 

（
櫻
田 

弘
美
） 

頭
に
浮
か
ぶ
３
月
の
言
葉
。
年

度
末
、
人
事
異
動
、
春
闘
、
確
定

申
告
、
卒
業
式
、
入
学
試
験
、
春

分
の
日
、
お
彼
岸
、
雛
祭

ひ
な
ま
つ
り

、
桃
の

節
句
、
春
休
み
、
啓
蟄
、
春
一
番
、

ホ
ワ
イ
ト
デ
ー
、
等
々
。 

因
み
に
、
３
月
の
誕
生
花
は
、

菜
の
花
（
快
活
）
、
勿
忘

わ
す
れ
な

草ぐ
さ（
私

を
忘
れ
な
い
で
）
、
木
蓮

も
く
れ
ん

（
崇
敬
）

だ
そ
う
だ
。 

昨
今
、
私
の
３
月
は
、
ユ
ズ
、

ミ
カ
ン
の
剪
定
を
為
る
ぐ
ら
い
の

こ
と
で
あ
る
。 

（
若
岡 

照
秋
） 

３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。 
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〒285-0025 佐倉市鏑木町 198-3 
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あ
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が
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