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は
が
き
1
枚
に
俳
句
2
句
・
短
歌
2

首
の
ど
ち
ら
か
と
、
本
名
、
住
所
、

電
話
番
号
を
記
入
し
、
〒
2
8
7
‐
8
5
0
1
　
広
報
か
と
り
「
俳

句
」
ま
た
は
「
短
歌
」
の
係
ま
で
。
毎
月
15
日
ま
で
の
到
着
分
（
12

月
は
10
日
締
切
）
を
審
査
し
、
翌
月
号
に
掲
載
。
掲
載
さ
れ
る
作
品

は
、
選
者
に
よ
り
評
を
踏
ま
え
て
添
削
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

作
品
募
集

福
笑
ひ
後
期
高
齢
通
知
来
る

�

嶋
田
　
武
夫
（
下
飯
田
）

友
の
顔
浮
か
べ
て
選
ぶ
籠
の
柚
子

�

清
水
　
和
子
（
神
生
）

細
腕
の
仲
間
揃
ひ
て
味
噌
仕
込
み

�

本
宮
　
み
つ
（
小
見
川
）

あ
れ
こ
れ
で
事
足
る
夫
婦
煤
払

�

奥
村
　
利
夫
（
一
ノ
分
目
）

嚔く
さ
め

し
て
闇
に
確
か
な
動
き
あ
り

�

篠
塚
　
英
允
（
木
内
）

里
の
日
に
深
々
沈
み
竜
の
玉

�

尾
形
　
正
子
（
木
内
）

評
　
後
期
高
齢
者
は
七
十
五
歳
以
上
で
、
優
遇
は
な
い
が
、
老
い
の
哀

歓
を
急
に
感
じ
る
齢
。
そ
れ
を
巧
み
に
季
語
を
生
か
し
、
現
代
社
会
の

一
コ
マ
を
俳
諧
味
豊
か
に
切
り
取
っ
た
佳
句
。

初
咲
き
の
水
仙
夫
へ
供
へ
た
り
よ
き
夫
婦
た
り
し
日

偲
び
つ
つ�

木
内
　
幸
子 

（
八
日
市
場
）•

香
取
俳
壇
坂
本
　
正
夫
選

香
取
歌
壇
稲
村
　
恒
次
選

•
旧
仮
名
遣
い
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評
　
水
仙
は
冬
か
ら
早
春
に
か
け
て
咲
く
の
で
正
月
花
と
し
て
芳ほ
う

香こ
うと

共
に
賞
さ
れ
る
。
こ
こ

は
そ
の
初
咲
き
を
先
ず
は
亡
き
夫
君
の
前
に
供
え
、
よ
き
夫
婦
で
あ
っ
た
生
前
の
夫
に
想
い
を
め

ぐ
ら
す
と
い
う
。
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
ぬ
愛
を
持
ち
続
け
る
や
さ
し
さ
に
深
い
感
銘
を
お
ぼ
え
る
。

Vol.115

問
生
涯
学
習
課
　
☎
（50）
1
2
2
4

市県民税� （4期）
国民健康保険税�　�（7期）
介護保険料　　　��（7期）
後期高齢者医療保険料��（7期）

今月の納期限
2月1日㈪

今月の休日納税相談日
1月31日㈰

　
今
号
で
は
「
香
取
小
江
戸
マ
ラ

ソ
ン
大
会
」
の
取
材
を
行
い
ま
し

た
。
香
取
市
最
大
規
模
の
ス
ポ
ー

ツ
イ
ベ
ン
ト
と
い
う
こ
と
で
、
伝

統
的
な
町
並
み
を
駆
け
抜
け
る
ラ

ン
ナ
ー
を
撮
影
し
よ
う
と
折
り
た

た
み
自
転
車
を
用
意
し
、
万
全
の

態
勢
で
取
材
へ
。
と
こ
ろ
が
、
い

ざ
自
転
車
を
こ
い
で
み
る
と
予
想

よ
り
も
ち
ょ
っ
と
し
た
坂
道
が
き

つ
く
「
き
っ
と
カ
メ
ラ
が
重
い
せ

い
だ
。
折
り
た
た
み
自
転
車
の
タ

イ
ヤ
が
小
さ
い
か
ら
だ
」
な
ど
と

自
分
に
言
い
訳
を
し
つ
つ
、
軽
快

に
走
る
ラ
ン
ナ
ー
の
後
を
必
死
で

追
い
な
が
ら
撮
影
。
後
日
、
手
元

に
健
康
診
断
の
結
果
が
届
き
、
自

分
自
身
の
体
の
準
備
が
全
く
で
き

て
い
な
か
っ
た
現
実
を
認
識
さ
せ

ら
れ
ま
し
た
。�

（
O
）

友
よ
り
の
包
み
ひ
ら
け
ば
長
長
と
育
ち
し
太
き
自じ

然ね
ん

薯じ
ょ

な
ら
ぶ�

長
嶋
　
理
子 

（
高
萩
）

鵯ひ
よ
ど
りら

ピ
ラ
カ
ン
サ
の
実
を
た
ち
ま
ち
に
食
ひ
尽
く
せ

る
か
庭
静
ま
り
ね�

伊
藤
　
こ
と 

（
小
見
川
）•

濯す
す

ぎ
物
干
す
手
に
竿
に
動
く
陽ひ

か
げ光

け
ふ
は
遠
住
む
娘こ

の
帰
り
く
る�

 

篠
塚
　
み
の
り 

（
小
見
川
）•

父
の
顔
知
ら
ず
に
古こ

稀き

を
過
ぎ
し
今
妹
と
靖
国
の
宮

に
詣
で
ぬ�

髙
木
　
ま
さ
子 

（
富
田
）

長
き
月
日
我
が
家
に
過
ご
し
し
裸
婦
の
絵
の
美
術
館

に
飾
ら
れ
生
生
と
見
ゆ�

菅
井
　
昌
子 

（
牧
野
）

虚こ

無む

僧そ
う
墓は
か

一
つ
の
生
き
方
を
物
語
る
墓

　
新
里
大
久
保
か
ら
多
古
方
面
へ
通
ず

る
街
道
沿
い
の
大お

お

角と
が
り

地
区
に
「
虚
無

僧
墓
」
と
し
て
伝
説
と
信
仰
を
伝
え
る

墓
が
あ
り
ま
す
。

　
墓
に
は
、
二
十
数
基
の
大
小
さ
ま
ざ

ま
な
石
塔
が
散
在
し
て
お
り
、
梵ぼ

論ろ

塚つ
か

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
石
塔
に
は
「
梵
論
塚
」「
薦こ

も

僧そ
う

塚つ
か

」

「
梵ぼ

論ろ

大だ
い
権ご

ん
現げ

ん
」「
普ふ

化け

祖そ

霊れ
い
神し

ん
」
な
ど

の
文
字
が
見
う
け
ら
れ
、
江
戸
時
代
後

期
の
天て

ん
保ぽ

う
二
年
（
1
8
3
1
）
の
も
の

が
一
番
古
く
弘こ

う
化か

、
嘉か

永え
い
、
明
治
な
ど

の
年
号
が
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

　
梵ぼ

論ろ

は
半
僧
半
俗
の
物
乞
い
の
一
種

で
、
鎌
倉
時
代
末
期
に
発
生
し
ま
し
た
。

室
町
時
代
に
は
尺
八
を
吹
い
て
物
を
乞

う
薦こ

も

僧そ
う

が
現
れ
、
の
ち
の
虚こ

無む

僧そ
う

と

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
虚
無
僧

は
禅
宗
の
一
派
で
あ
る
普ふ

化け

宗し
ゅ
う

の
僧

で
、
喜き

捨し
ゃ
を
請
い
な
が
ら
諸
国
を
行あ

ん
脚ぎ

ゃ

し
た
有
髪
の
僧
と
さ
れ
、
天て

ん
蓋が

い
と
呼
ば

れ
る
深
い
編
笠
を
か
ぶ
り
袈け

裟さ

を
掛
け

尺
八
を
吹
く
と
い
う
独
特
な
い
で
た
ち

を
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
中
に
は
生

活
に
困
窮
し
た
浪
人
や
、
罪
人
、
帯
刀

し
た
者
も
多
く
い
た
よ
う
で
す
。

　「
天
保
の
初
年
頃
、
一
人
の
虚
無
僧

が
小
川
村
名
主
で
あ
っ
た
高
橋
家
に
一

夜
の
宿
を
請
う
た
。
翌
日
、
一
管
の
尺

八
を
礼
と
し
て
旅
立
っ
た
と
こ
ろ
、
新

里
大
街
道
地
先
に
て
目
指
す
敵か

た
き

に
出

会
い
、
切
り
合
い
に
及お

よ
ん
だ
。
し
か
し

刀
が
折
れ
、
返
り
討
ち
に
な
っ
た
た
め
、

里
の
人
々
が
ね
ん
ご
ろ
に
葬
っ
た
」
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
、

い
つ
し
か
信
仰
と
結
び
付
き
、
墓
前
に

刀
を
供
え
霊
を
慰
め
る
こ
と
に
よ
り
、

願
い
が
か
な
う
と
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
虚
無
僧
が
な
ぜ
敵
と
切
り
合
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
は
分
か
り
ま
せ

ん
が
、
仇あ

だ
討う

ち
な
ど
が
制
度
化
さ
れ
て
い

た
時
代
に
虚
無
僧
と
な
っ
て
敵
を
追
っ

て
い
た
当
時
の
社
会
の
一
つ
の
生
き
方

を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
刀
を
供
え
る
こ
と
で
僧
に
目
的
を
遂

げ
さ
せ
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
人
々
の
気

持
ち
が
信
仰
と
な
り
、
現
在
ま
で
残
さ

れ
て
き
ま
し
た
。

　
昭
和
56
年
9
月
22
日
に
市
文
化
財
に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。

▲虚無僧の墓

▶
梵ぼ

論ろ

塚つ
か

▶
薦こ
も
僧そ
う
塚つ
か

　市では、県が実施している早春の観光
キャンペーンに合わせ、佐原工芸品の体
験教室を開催します。
　メニューは、切り出す線の妙「切り
絵」、千葉県指定伝統的工芸「佐原張子」
「佐原ラフィア」、卵の殻で作る「エッグ
アート」、粘土で作る「ミニチュアフード」
の5コースです。
■期日・内容
切り絵…2月13日㈯
佐原張子…2月14日㈰
佐原ラフィア…2月21日㈰
エッグアート…2月27日㈯
ミニチュアフード…3月5日㈯
■時間　10時40分～12時10分
■場所　佐原町並み交流館2階
■参加費　各コース800円
■定員　各回30人（エッグアート、ミニ
チュアフードは15人。キャンセル不可）
■申込　実施日の1週間前までに
佐原町並み交流館� ☎(52)1000

達人になる

問商工観光課　☎（50）1212

佐原工芸
の

平成28年1月15日市民のひろば 8広報かとり
広報かとりは再生紙を使用しています


