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佐
原
幼
稚
園
と
佐
原
保
育

所
の
園
児
と
そ
の
保
護
者
約

1
6
0
人
が
、
6
月
13
日
に
ミ

ニ
山
車
の
引
き
廻
し
を
行
い
ま

し
た
。

　

園
児
た
ち
は
各
園
に
寄
贈
さ

れ
た
ミ
ニ
山
車
を
、
出
発
の
合

図
と
と
も
に
綱
を
握
り
、
小
野

川
沿
い
を「
わ
っ
し
ょ
い
、わ
っ

し
ょ
い
」
と
元
気
よ
く
、
大
き

な
掛
け
声
で
練
り
歩
き
ま
し

た
。

　

小
野
川
沿
い
を
散
策
し
て
い

た
観
光
客
た
ち
か
ら
は
「
か
わ

い
い
」「
ち
び
っ
こ
の
お
祭
り

が
見
れ
て
よ
か
っ
た
」
な
ど
の

声
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

ひ
園
児
が
ミ
ニ
山
車
を
引
き
廻
し

と
あ
し
先
に
お
祭
り
だ

▲元気な掛け声で山車を引っ張る園児たち

Vol.4香取遺産

　
「
古
墳
時
代
」
と
い
う
名
称

は
、
古
代
の
高
く
盛
り
上
げ
ら

れ
た
豪
族
の
お
墓
か
ら
名
付
け

ら
れ
た
も
の
で
す
。
古
墳
時
代

は
3
世
紀
末
か
ら
4
世
紀
初

頭
に
開
始
さ
れ
、
7
世
紀
後
半

に
は
終
わ
り
を
告
げ
ま
す
。
時

期
の
区
分
に
は
諸
説
あ
り
ま
す

が
、
こ
こ
で
は
4
世
紀
代
を
前

期
、
5
世
紀
代
を
中
期
、
6
・

7
世
紀
を
後
期
と
し
ま
す
。

　

4
世
紀
代
の
前
期
古
墳
は
数

量
的
に
も
少
な
く
、
阿あ
た
ま
だ
い
き
た

玉
台
北

遺
跡
で
発
掘
さ
れ
た
0
0
7

号 

（
全
長
約
25
ｍ
の
前
方
後

方
墳
）・
山や
ま
の
べ
之
辺
手
ひ
ろ
が
り

2
号
墳
（
一
辺
8
ｍ
の
方
墳
）・

大お
お
と
て
ん
じ
ん
や
ま

戸
天
神
山
古
墳
（
全
長
約
62

ｍ
の
前
方
後
円
墳
）
な
ど
が
知

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

5
世
紀
代
に
な
る
と
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
で
特
徴
的
な
古
墳

が
出
現
し
ま
す
。
利
根
川
筋
の

低
地
部
で
は
全
長
約
1
2
3
ｍ

を
誇
り
、
大
王
や
大
豪
族
級
と

目
さ
れ
る
有
力
古
墳
に
多
用
さ

れ
た
と
い
わ
れ
る
長
な
が
も
ち
が
た
せ
っ
か
ん

持
形
石
棺

を
持
つ
三さ
ん
の
わ
け
め
お
お
つ
か
や
ま

ノ
分
目
大
塚
山
古

墳
（
前
方
後
円
墳
）、
黒
部
川

上
流
域
で
は
豊
富
な
武
器
・
武

具
の
出
土
で
知
ら
れ
る
布ふ
の
だ
い
野
台

3
号
墳
（
全
長
約
28
ｍ
の
前
方

後
円
墳
）、
大
須
賀
川
流
域
で

は
石
い
し
ま
く
ら

枕
や
立り
っ
か花

の
出
土
で
知
ら

れ
る
山
之
辺
手
ひ
ろ
が
り
3
号

墳
（
円
墳
）・
大
戸
宮み
や
さ
く作

古
墳

（
長
方
墳
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

6
世
紀
代
に
な
る
と
古
墳
数

は
飛
躍
的
に
増
大
し
、
大
須
賀

川
流
域
で
は
、禅
ぜ
ん
し
ょ
う
じ
や
ま

昌
寺
山
古
墳
・

大だ
い
ほ
う
じ

法
寺
古
墳
、
小
野
川
流
域
で

は
浅
せ
ん
げ
ん
じ
ん
じ
ゃ

間
神
社
古
墳
、
黒
部
川
流

域
で
は
城
山
1
号
墳
な
ど
60
〜

70
ｍ
ク
ラ
ス
の
前
方
後
円
墳
を

主
墳
と
し
て
、
古
墳
群
が
営
ま

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

7
世
紀
代
に
入
る
と
こ
の

地
域
で
は
、
前
方
後
円
墳
は
造

営
さ
れ
な
く
な
り
、
変
わ
っ
て

仏
教
の
導
入
に
影
響
さ
れ
た
と

い
わ
れ
る
方
墳
が
営
ま
れ
る

よ
う
に
な
り
、
古
墳
が
持
っ
て

い
た
豪
族
の
お
墓
と
い
う
概

念
も
変
質
し
て
き
ま
す
。
さ

ら
に
6
4
6
年
の
「
大
化
の

薄は
く
そ
う
れ
い

葬
令
」
に
よ
り
、
古
墳
そ
の

も
の
も
急
激
に
造
ら
れ
な
く
な

り
、
や
が
て
木き
の
う
ち
は
い
じ

内
廃
寺
の
よ
う

な
瓦
か
わ
ら
ぶ
き

葺
の
本
格
的
寺
院
が
7
世

紀
末
に
は
建
立
さ
れ
、
古
墳
は

そ
の
役
割
を
終
え
ま
す
。

　

香
取
市
域
で
は
、
約
4
0
0

年
で
5
0
0
基
ほ
ど
の
古
墳
が

造
営
さ
れ
ま
し
た
が
、
特
徴
的

な
こ
と
と
し
て
は
、
5
世
紀
前

半
か
ら
6
世
紀
前
半
に
か
け

て
、
遺い
が
い骸

の
埋
葬
時
に
石
枕
と

立
花
を
使
用
す
る
葬そ
う
そ
う
ぎ
れ
い

送
儀
礼
の

盛
行
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
埴は
に
わ輪
を
樹
立
す
る
葬

送
儀
礼
は
5
世
紀
中
ご
ろ
の
三

ノ
分
目
大
塚
山
古
墳
が
最
古
と

▲大戸宮作古墳から
出土した石枕と立花

▲三ノ分目大塚山古墳（航空写真）

な
り
、
6
世
紀
後
半
ま
で
続
き

ま
す
。

　
『
国こ
く
ぞ
う
ほ
ん
ぎ

造
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、

香
取
市
を
含
む
千
葉
県
北
東

部
は
「
下
し
も
つ
う
な
か
み
の
み
や
つ
こ

海
上
国
造
」
が

治
め
て
い
た
と
記
さ
れ
て
お

り
、
6
世
紀
後
半
に
国
造
が

存
在
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
本

格
的
な
横よ
こ
あ
な穴
式
石
室
を
持
ち
、

三さ
ん
か
く
ぶ
ち
さ
ん
し
ん
ご
じ
ゅ
う
き
ょ
う

角
縁
三
神
五
獣
鏡
を
は
じ

め
、
豊
富
な
副
葬
品
で
知
ら
れ

る
城
山
1
号
墳
が
ふ
さ
わ
し
い

も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

「香取の古墳」

古代の繁栄をひもとく記録

市
域
古
墳
の
特
徴

時
代
ご
と
の
特
徴

舎
の
名
家
」
の
息
子
だ
っ
た
か
ら
、さ
ぁ
大
変
。

　
江
青
に
妬ね

た

ま
れ
た
女　

タ
ン
・
ル
ゥ
メ
イ
／
著

　

中
国
共
産
党
主
席
・
毛
沢
東
夫
人
の
江
青
と
、

中
国
国
家
主
席
・
劉
少
奇
夫
人
の
王
光
美
。
2

人
の
関
係
を
も
と
に
、
王
光
美
の
新
中
国
に
か

け
た
栄
光
と
知
ら
れ
ざ
る
悲
劇
の
人
生
を
、
気

鋭
の
作
家
が
鮮
や
か
に
描
き
出
す
ド
キ
ュ
メ
ン

ト
。

は
じ
め
て
の
お
つ
か
い　
　

筒
井
頼
子
／
さ
く

　

林
明
子
／
え

　

�
歳
の
み
い
ち
ゃ
ん
は
あ
る
日
は
じ
め
て
お

つ
か
い
に
行
き
ま
す
。
お
つ
か
い
は
お
母
さ
ん

に
頼
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん
の
牛
乳
。
途
中
、
転
ん

だ
り
、
お
金
を
落
と
し
た
り
。
よ
う
や
く
着
い

た
お
店
で
は
う
ま
く
買
い
物
が
で
き
ま
せ
ん
。

子
ど
も
が
い
つ
か
必
ず
体
験
す
る
ハ
ラ
ハ
ラ
、

ド
キ
ド
キ
の
大
冒
険
で
す
。

い
陶
芸
教
室
で
名
品
誕
生
!?

　

ふ
る
さ
と
の
家（
岩
部
）

で
6
月
24
日
に
陶
芸
教
室

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の

日
行
わ
れ
た
の
は
、
陶
器

製
作
の
第
1
工
程
、「
成

形
」
で
す
。
参
加
者
は
、

小
野
満
先
生
か
ら
陶
芸
の

基
本
的
な
知
識
を
学
ん
だ

後
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ぐ
い

飲
み
と
茶
碗
の
製
作
に
挑

戦
。

　

指
先
の
微
妙
な
力
加

減
に
悪
戦
苦
闘
し
な
が

ら
も
熱
心
に
取
り
組
み
、

ち
ょ
っ
と
い
び
つ
な
出
来

栄
え
に
苦
笑
い
し
つ
つ

も
、
満
足
げ
で
し
た
。

◀

オリジナルの作品に挑戦する参加者

　毎回、発売と同時にチケットが売り切れ
となるほど盛況な小見川出前寄席が 6月
17 日によろず亭で開催されました。
　今回も満席の会場では、金原亭馬
の助師匠、近藤しげるさん、林家たけ
平さん、古今亭駒次さんたちが会場を
生の落語などで笑い一色に包みました。
　小見川出前寄席は、商店街に活気を取り
戻そうと小見川町商工会と市が中心となり
始まり、今年で 3年目を迎えました。年 4
回行われる公演は、毎回満員御礼の人気イ
ベントになっています。

▲円熟した落語を聞かせる
金原亭馬の助師匠

会
満員御礼の小見川出前寄席

場は笑いの渦

い
仕
事
し
て
ま
す
ね
ぇ
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