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ゴ
ル
フ
は
止
ま
っ
て
い
る
ボ
ー

ル
を
引
っ
叩
き
、
グ
リ
ー
ン
上
の

カ
ッ
プ
に
入
れ
る
。
言
う
の
は
簡

単
だ
が
一
筋
縄
で
は
行
か
な
い
ス

ポ
ー
ツ
で
あ
る
。
自
然
が
相
手
で

季
節
、
天
候
、
コ
ー
ス
状
況
な
ど

様
々
な
要
因
で
結
果
が
左
右
さ
れ

る
。
加
え
て
自
分
自
身
の
心
理
状

況
が
大
い
に
影
響
す
る
実
に
メ
ン

タ
ル
な
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
る
。
そ
の

一
方
で
思
い
が
け
な
い
幸
運
に
恵

ま
れ
た
り
も
す
る
。 

そ
ん
な
ゴ
ル
フ
だ
が
大
抵
の
ゴ

ル
フ
ァ
ー
に
は
、
そ
の
プ
レ
ー
や

結
果
等
で
〝
ち
ょ
っ
と
聞
い
て
欲

し
い
、
語
り
た
い
話
〟
が
、
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
の

〝
そ
ん
な
話
〟
を
書
き
ま
す
が
、

大
し
た
記
録
で
な
い
こ
と
を
あ
ら

か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。 

い
ま
私
は
身
体
を
痛
め
た
為
、

プ
レ
ー
し
な
く
な
り
ま
し
た
が
、

か
つ
て
は
程
々
に
練
習
し
月
に
１

回
程
度
コ
ー
ス
に
行
く
、
な
か
な

か
１
０
０
の
切
れ
な
い
ゴ
ル
フ
ァ

ー
で
し
た
。 

あ
る
年
の
６
月
末
、
会
社
の
先

輩
と
取
引
先
の
方
々
と
北
海
道
の

コ
ー
ス
に
出
か
け
た
時
の
こ
と
で

す
。
そ
の
日
天
候
は
良
く
ま
ず
ま

ず
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
で
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
ダ
ブ
ル
ボ
ギ
ー
の

ス
タ
ー
ト
は
ま
あ
ま
あ
の
滑
り
出

し
で
す
。
次
の
ミ
ド
ル
ホ
ー
ル
は

運
良
く
パ
ー
と
な
り
ま
し
た
。
そ

の
後
も
大
き
な
ミ
ス
は
な
く
前
半

は
４
ホ
ー
ル
で
パ
ー
を
取
り
、
ス

コ
ア
44
で
上
が
り
、
気
分
は
上
々

で
す
。
後
半
に
な
っ
て
も
な
ぜ
か

好
調
で
、
ま
た
最
初
の
ミ
ド
ル
ホ

ー
ル
が
パ
ー
で
す
。
そ
の
後
も
自

分
で
驚
く
ほ
ど
の
調
子
で
、
い
つ

も
は
パ
ー
な
ど
取
れ
な
い
ロ
ン
グ

ホ
ー
ル
も
加
え
、
な
ん
と
８
ホ
ー

ル
で
パ
ー
を
取
っ
た
の
で
す
。
そ

し
て
自
己
最
高
の
調
子
で
最
終
の

ミ
ド
ル
ホ
ー
ル
を
迎
え
ま
し
た
。 

第
１
打
ナ
イ
ス
シ
ョ
ッ
ト
、
第

２
打
も
ま
ず
ま
ず
で
グ
リ
ー
ン
近

く
ま
で
行
き
ま
し
た
。
そ
し
て
こ

こ
か
ら
〝
ド
ラ
マ
〟
が
始
ま
っ
た

の
で
す
。
こ
こ
ま
で
の
ス
コ
ア
は
83

で
す
。
こ
の
ホ
ー
ル
、
ダ
ブ
ル
ボ

ギ
ー
で
上
が
っ
て
も
ト
ー
タ
ル
ス

コ
ア
は
89
で
す
。
も
う
絶
対
大
丈

夫
と
思
っ
た
時
、
こ
れ
か
ら
の
〝

プ
チ
自
慢
〟
と
し
て
「
自
分
は
90

台
を
飛
び
越
え
て
一
気
に
80
台
に

突
入
」
と
い
う
文
句
が
頭
の
中
を

駆
け
巡
り
始
め
た
の
で
す
。
第
３

打
目
と
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
グ
リ

ー
ン
を
下
に
見
る
斜
面
か
ら
で
ダ

フ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
も
ま

だ
大
丈
夫
。
次
で
寄
せ
て
２
パ
ッ

ト
で
89
の
新
記
録
達
成
だ
。
そ
し

て
気
合
を
入
れ
て
打
っ
た
次
の
一

打
は
、
な
ん
と
グ
リ
ー
ン
オ
ー
バ

ー
。
そ
の
後
も
ミ
ス
が
続
き
、
結

局
こ
の
ホ
ー
ル
８
打
を
叩
き
80
台

へ
の
飛
び
越
え
と
は
な
ら
な
か
っ

た
の
で
す
。
そ
の
後
も
、
と
う
と

う

80
台
に
は
な
れ
ず
じ
ま
い
。
何

か
教
訓
的
で
も
あ
る
が
、
い
ま
思

い
出
し
て
も
悔
し
い
・
・
・
。 
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史
跡
案
内
で
、
川
中
島
の
戦
略

は
自
衛
隊
に
も
参
考
に
さ
れ
て
い

る
程
と
の
紹
介
文
を
読
ん
で
、
現

地
を
見
て
み
よ
う
と
思
い
付
き
行

っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
。 

資
料
に
よ
る
と
、
上
杉
領
の
穀

倉
地
帯
で
あ
っ
た
川
中
島
一
帯
を

武
田
信
玄
が
攻
め
込
ん
で
占
領
し

た
事
が
始
ま
り
で
、
前
哨
戦
は
25

日
間
も
の
陣
取
り
、
睨
み
合
い
の

駆
引
き
と
な
っ
て
い
る
。 

松
代
城
を
武
田
が
押
え
川
中
島

一
帯
を
占
領
→
謙
信
は
、
松
代
城

を
見
下
ろ
す
妻
女
山

さ
い
じ
ょ
さ
ん

で
睨
み
を
利

か
せ
、
信
玄
が
甲
府
よ
り
出
て
く

る
の
を
待
伏
せ
の
体
制
を
取
る
→

信
玄
は
急
い
で
出
て
き
た
が
、
迂

回
し
て
妻
女
山
の
謙
信
の
退
路
を

遮
断
す
る
茶
臼
山
に
陣
を
敷
く
→

退
路
が
な
い
と
死
に
物
狂
い
に
な

る
の
で
、
早
々
に
信
玄
は
松
代
城

に
入
り
妻
女
山
と
睨
み
合
い
を
続

け
る
→
信
玄
が
妻
女
山
に
夜
襲
を

か
け
る
も
失
敗
、
川
中
島
の
戦
い

が
早
朝
か
ら
始
ま
る
。 

資
料
を
手
に
、
川
中
島
古
戦
場
、

松
代
城
跡
、
山
本
勘
助
の
墓
、
妻

女
山
の
展
望
台
、
茶
臼
山
の
麓
を

順
次
回
る
。
１
万
か
ら
の
軍
勢
で

良
く
25
日
間
も
睨
み
合
っ
た
の
は
、

統
率
力
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、

謙
信
が
移
動
し
た
時
、
気
付
か
れ

な
か
っ
た
こ
と
は
武
田
側
の
斥
候

せ
っ
こ
う

が
居
な
か
っ
た
の
か
、
妻
女
山
か

ら
松
代
城
は
丸
見
え
で
、
逆
に
妻

女
山
は
見
上
げ
る
た
め
見
え
に
く

く
、
動
き
に
く
い
状
況
に
あ
っ
た

の
に
先
に
動
い
た
の
は
な
ぜ
か
？ 

ま
た
、
謙
信
が
夜
襲
の
た
め
、
炊

煙
が
上
が
る
の
を
見
て
夜
襲
を
見

破
っ
た
と
あ
る
が
、
武
田
側
の
動

き
は
丸
見
え
で
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
等
、
勝
手
に
思
い
、
感
じ
、

楽
し
ん
で
帰
っ
て
き
た
。 

一
緒
に
行
っ
た
妻
も
、
結
構
楽

し
か
っ
た
様
で
「
ま
た
別
の
古
戦

場
に
行
き
た
い
」
と
の
話
。 

あ
れ
こ
れ
考
え
る
雑
感
も
、
た

ま
に
は
良
い
の
か
と
感
じ
た
２
日

間
で
あ
っ
た
。 

 

（
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臼
井
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晴
天
に
恵
ま
れ
た
春
の
日
、
佐

倉
の
湧
水
23
の
メ
ン
バ
ー
9
人
は
、

房
総
の
大
多
喜
城
を
目
指
し
出
発
。 

大
多
喜
町
に
近
づ
く
と
、
車
窓

か
ら
平
山
城
の
三
層
の
天
守
閣

(

昭
和
50
年
再
建)

が
望
見
さ
れ
る
。

天
文
期
に
里
見
氏
重
臣
の
正
木
氏

居
城
と
し
て
発
展
す
る
が
、
そ
の

後
、
徳
川
家
康
の
江
戸
入
り
に
伴

い
、
家
臣
の
本
田
忠
勝
に
与
え
ら

れ

10
万
石
の
藩
へ
、
後
に
松
平
家

(

大
河
内)

2
万
石
の
藩
と
な
る
。 

館
内
は
忠
勝
の
肖
像
画
や
本
多

家
縁
の
調
度
品
等
が
展
示
さ
れ
て

い
る
。
城
の
4
階
部
分
か
ら
見
渡

す
と
夷
隅
川
に
守
ら
れ
る
よ
う
に

で
き
た
城
下
町
が
今
も
原
形
を
残

し
て
お
り
、「
房
総
の
小
江
戸
」
と

も
呼
ば
れ
て
い
る
。 

城
の
北
側
大
多
喜
高
校
の
駐
車

場
に
あ
る
当
時
造
ら
れ
た
大
井
戸

は
、
周
囲
17
㍍
深
さ
20
㍍
の
日
本

一
大
き
な
井
戸
で
日
本
の
三
大
井

戸
の
一
つ
と
言
わ
れ
て
い
る
。 

大
多
喜
町
を
後
に
養
老
渓
谷
に 

向
か
い
粟
又
の
滝
を
遠
望
、
街
道

沿
い
に
は
黒
湯
の
温
泉
宿
が
点
在

す
る
。
一
路
久
留
里
へ
と
向
か
う
。 

 
 

JR
久
留
里
駅
前
に
到
着
し
、
観 

光
交
流
セ
ン
タ
ー
前
の
水
汲
み
広 

場
で
平
成
「
名
水
百
選
」
の
名
水 

を
試
飲
、
透
明
だ
が
や
や
硫
黄
の 

よ
う
な
臭
い
が
あ
る
。「
名
水
の
里
」 

の
名
の
と
お
り
市
街
地
の
至
る
所 

に
名
水
・
井
戸
が
あ
り
、
新
町
の 

井
戸
・
高
澤
の
水
な
ど
を
巡
回
し
、 

久
留
里
城
に
向
か
っ
た
。 

 
 

二
層
の
天
守
閣
の
あ
る
山
城
の 

久
留
里
城
は
昭
和

54
年
に
再
建

さ
れ
た
。
天
正
期
よ
り
里
見
氏
・

大
須
賀
氏
・
土
屋
氏
・
黒
田
氏
の

3
万
石
の
居
城
で
あ
っ
た
。 

資
料
館
の
模
型
を
み
る
と
大
手

門
・
本
丸
等
は
自
然
の
川
が
堀
の

よ
う
な
役
目
を
し
て
い
る
中
に
建

て
ら
れ
た
堅
固
な
城
だ
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。
二
の
丸
か
ら
本
丸
へ

向
か
う
尾
根
道
か
ら
の
新
緑
の
景

観
が
素
晴
ら
し
か
っ
た
。 

名
物
の
タ
ケ
ノ
コ
を
お
土
産
に
、

各
城
を
め
ぐ
り
往
時
の
繁
栄
に
思

い
を
馳
せ
た
一
時
で
あ
っ
た
。 

（
西
志
津 

大
川 

輝
子
） 

川
中
島
古
戦
場
で
の
雑
感 

大
多
喜
城
・ 

久
留
里
城
め
ぐ
り 
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初
老
の
男
が
ス
マ
ホ
を
手
に
入

れ
た
。
以
前
は
若
者
た
ち
の
道
具

と
思
い
興
味
が
な
か
っ
た
。
若
者

達
が
常
に
ス
マ
ホ
を
使
っ
て
い
る

姿
を
見
る
と
な
ぜ
か
腹
が
立
っ
た
。

周
り
に
迷
惑
を
掛
け
て
い
る
訳
で

は
な
い
が
、
貴
重
な
時
間
の
多
く

を
ス
マ
ホ
に
費
や
し
て
い
る
よ
う

に
思
え
た
か
ら
だ
。 

あ
る
大
学
の
学
長
が
入
学
式
で
、

ス
マ
ホ
を
や
め
る
か
大
学
を
や
め

る
か
と
切
り
出
し
た
。「
本
を
読
み
、

自
分
で
考
え
自
分
の
知
識
で
根
本

か
ら
考
え
、
独
創
性
豊
か
な
学
生

に
成
ろ
う
。
ス
マ
ホ
で
無
為
に
時

間
を
費
や
す
機
会
が
増
え
て
い
る
。

ス
マ
ホ
依
存
は
知
性
、
個
性
、
独

創
性
に
は
プ
ラ
ス
に
な
ら
ず
、
脳

の
取
り
込
み
情
報
は
低
下
し
早
く

時
間
が
過
ぎ
る
」
と
の
話
で
、
初

老
も
、
可
能
性
を
秘
め
た
若
者
に
、

ス
マ
ホ
に
過
度
の
頼
り
す
ぎ
は
問

題
あ
り
と
同
感
し
た
。 

し
か
し
、
そ
の
初
老
も
、
何
時

で
も
何
処
で
も
使
え
る
ス
マ
ホ
が

便
利
で
の
め
り
こ
ん
だ
。
株
式
の

動
向
、
ニ
ュ
ー
ス
、
話
題
、
知
り

た
い
こ
と
や
疑
問
に
思
う
こ
と
等
、

す
ぐ
に
解
説
が
手
に
入
る
。
疑
問

を
持
つ
こ
と
か
ら
知
識
が
広
が
り

頭
脳
が
回
転
し
て
い
る
よ
う
に
も

感
じ
る
。 

い
ま
で
は
趣
味
の
京
都
の
寺
院

神
社
を
調
べ
、
歴
史
、
宗
教
、
偉

人
と
徐
々
に
調
査
範
囲
は
広
が
っ

て
い
る
。
ス
マ
ホ
で
調
べ
て
要
約

し
て
ノ
ー
ト
に
書
き
写
す
と
記
憶

に
も
止
ま
り
、
書
く
こ
と
で
漢
字

も
覚
え
ボ
ケ
防
止
に
は
最
適
と
思

う
。
遊
び
心
で
継
続
さ
せ
、
綴
っ

た
ノ
ー
ト
を
貯
め
た
い
も
の
だ
。 

最
近
、
高
齢
者
の
ス
マ
ホ
利
用

拡
大
で
ス
マ
ホ
ト
ラ
ブ
ル
の
詐
欺

被
害
が
増
え
て
い
る
そ
う
だ
。
便

利
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
詐
欺
に
遭

う
可
能
性
が
広
が
る
。
ト
ラ
ブ
ル

に
遭
わ
ぬ
よ
う
注
意
し
て
楽
し
く

便
利
に
利
用
し
て
い
き
た
い
。 

 

（
藤
治
台 

渡
辺 

都
夫
） 

   

   

昔
「
人
生
に
は
、
上
り
坂
・
下

り
坂
・
ま
さ
か
の
坂
の
三
つ
の
坂

が
あ
る
。
こ
れ
を
超
え
て
一
人
前
」

と
聞
か
さ
れ
ま
し
た
。 

今
、
地
域
活
動
で
独
居
高
齢
者

の
お
宅
訪
問
を
し
て
い
ま
す
。
そ

の
人
た
ち
の
日
々
を
過
ご
す
姿
勢

か
ら
、
多
く
の
事
に
気
付
き
、
学

ば
さ
れ
る
事
が
あ
り
ま
す
。 

例
え
ば
、
99
歳
の
女
性
は
、
殆

ど
室
内
の
生
活
で
す
。
午
前
中
は
、

日
刊
３
紙
を
裸
眼
で
す
み
ず
み
ま

で
読
み
切
り
、
私
が
訪
問
す
る
と
、

待
ち
兼
ね
た
様
子
で
、
豊
富
な
話

題
を
大
声
で
笑
い
聞
か
せ
て
く
れ
、

部
屋
の
雰
囲
気
を
明
る
く
し
て
く

れ
ま
す
。 

95
歳
の
男
性
は
、
昔
か
ら
油
絵

が
趣
味
だ
っ
た
こ
と
を
、
作
品
を

見
せ
な
が
ら
「
も
う
駄
目
だ
」
と

諦
め
た
様
子
で
し
た
。
最
近
、
再

び
絵
筆
を
持
ち
始
め
、
絵
に
関
わ

る
思
い
出
話
な
ど
を
嬉
し
そ
う
に

話
さ
れ
ま
す
。 

お
二
人
が
過
ご
し
た
時
代
は
、

日
本
の
混
乱
期
で
あ
り
、
多
く
の

人
々
は
ど
れ
程
、
厳
し
く
困
難
な

山
や
坂
を
乗
り
越
え
た
事
か
が
う

か
が
え
ま
す
。 

し
か
し
、
お
二
人
の
様
子
に
は
、

乗
り
切
っ
て
来
た
力
を
自
信
に
し

て
い
ま
す
。
今
の
生
活
を
前
向
き

に
充
実
さ
せ
、
堂
々
と
し
た
姿
勢

に
は
感
動
を
覚
え
ま
す
。 

過
日
、
昔
は
特
捜
の
辣
腕
検
事

と
し
て
活
躍
し
、
現
在
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
の
福
祉
事
業
で
活
躍
中
の
堀
田

力
さ
ん
の
講
演
を
聞
き
ま
し
た
。

内
容
は
「
普
段
か
ら
介
護
を
受
け

る
状
態
に
な
ら
な
い
努
力
。
若
し
、

介
護
が
必
要
に
な
っ
て
も
介
護
す

る
事
を
困
難
に
し
な
い
努
力
」
と

強
調
さ
れ
印
象
的
で
し
た
。 

私
自
身
、
多
く
の
坂
道
を
超
え
、

こ
れ
か
ら
も
あ
る
か
も
知
れ
な
い

坂
道
を
、
前
向
き
に
味
わ
い
な
が

ら
歩
み
た
い
も
の
で
す
。
最
後
に
、

ど
ん
な
坂
に
も
意
味
が
あ
り
、
危

機
を
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
る
知
恵
が

欲
し
い
で
す
。 

 （
ユ
ー
カ
リ
が
丘 

吉
田 

順
子
） 

便
利
に
使
お
う 

三
つ
の
坂
へ
の
想
い 



－４－ 

市
民
カ
レ
ッ
ジ
に
は
ク
ラ
ス
毎

に
メ
ン
バ
ー
の
多
数
が
何
か
し
ら

の
委
員
に
就
く
仕
組
み
が
あ
る
。 

な
る
べ
く
楽
な
委
員
に
就
こ
う

と
、
役
割
も
良
く
知
ら
ず
、
迂
闊

に
手
を
挙
げ
て
し
ま
い
『
な
か
ま
』

の
編
集
委
員
に
な
っ
た
。
後
で
任

期
は
数
年
と
聞
き
、
驚
き
後
悔
し

て
い
る
。
結
果
的
に
欠
席
し
つ
つ

も
1
年
余
を
過
ご
さ
せ
て
も
ら
っ

た
。 編

集
委
員
は
、
投
稿
し
て
頂
い

た
原
稿
の
誤
字
脱
字
な
ど
の
訂
正

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さ
く
ら
道 

 

 
 

先
日
、
姫
路
の
高
校
の
同
期

生
か
ら
、
卒
業
50
周
年
の
同
窓
会

開
催
の
案
内
状
が
届
い
た
。 

 

た
い
し
た
自
覚
も
な
い
ま
ま
に
、

与
え
ら
れ
た
教
材
の
棒
暗
記
に
明

け
暮
れ
た
高
校
生
活
の
中
で
、
サ

ク
ラ
が
満
開
の
姫
山
公
園
を
自
転

車
で
通
っ
た
記
憶
が
懐
か
し
い
。

姫
路
城
を
当
た
り
前
の
如
く
受
け

止
め
て
い
た
が
、
今
で
は
贅
沢
な

環
境
だ
っ
た
と
思
う
。 

 

そ
れ
で
も
高
校
卒
業
時
に
は
、

技
術
屋
の
人
生
を
選
択
し
、
上
京

し
て
か
ら
の
大
学
・
社
会
人
生
活

は
、
山
あ
り
谷
あ
り
の
変
化
に
富

ん
だ
も
の
と
な
っ
た
。 

 

佐
倉
に
転
居
し
て
か
ら
30
年
、

姫
路
に
似
た
城
下
町
の
風
情
が
気

に
入
っ
て
、
今
の
自
宅
を
終つ
い

の

棲
家

す

み

か

と
受
け
止
め
て
い
る
。 

 

今
年
3
月
に
退
職
し
、
カ
レ
ッ

ジ
生
と
な
っ
て
か
ら
は
思
わ
ぬ
文

化
生
活
を
楽
し
ん
で
い
る
。 

 

今
秋
の
同
窓
会
で
は
、
昔
の
仲

間
と
語
り
合
い
、
最
近
の
姫
路
の

街
並
み
を
散
策
し
て
み
た
い
。 

 
         

（
北
山 

仁
志
） 

を
中
心
に
添
削
・
編
集
す
る
。
そ

の
際
、
作
者
の
持
ち
味
を
活
か
し

つ
つ
原
稿
が
直
せ
れ
ば
と
、
努
力

し
て
い
る
印
象
で
あ
る
。
十
数
名

も
の
目
と
知
恵
を
出
し
て
チ
ェ
ッ

ク
し
て
い
る
が
、
逆
に
そ
れ
が
裏

目
に
出
て
、
誰
か
が
目
を
通
し
て

い
る
と
誤
認
し
、
未
訂
正
や
入
力

ミ
ス
を
見
過
ご
し
た
ケ
ー
ス
も
あ

っ
た
。
責
任
感
は
強
い
の
だ
が
、

私
の
よ
う
に
不
慣
れ
な
委
員
も
い

る
。
お
お
ら
か
な
気
持
ち
で
投
稿

し
、
愛
読
し
て
い
た
だ
け
た
ら
幸

い
な
の
だ
が
。 

 
 
 
 

（
田
島 

誠
） 

１０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。 
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