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市
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は

　　
先
月
は
残
暑
厳
し
く
30
度
を
超

え
る
日
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。
こ
の

後
も
例
年
に
比
べ
る
と
気
温
が
高
く

な
る
予
報
も
出
て
お
り
ま
す
の
で
、

引
き
続
き
体
調
に
気
を
付
け
て
お

過
ご
し
く
だ
さ
い
。

　　
さ
て
、
今
月
は
「
奥
佐
野
」
の

話
題
に
つ
い
て
少
し
お
話
し
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

　　
市
北
部
の
中
山
間
地
域
を
「
奥

佐
野
」
と
呼
び
、
市
外
県
外
か
ら

人
を
呼
べ
る
新
た
な
観
光
ル
ー
ト
と

し
て
確
立
で
き
る
よ
う
取
り
組
み

を
進
め
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
し

た
中
で
、
現
在
、
奥
佐
野
で
「
佐

野
市
む
ら
づ
く
り
そ
ば
ス
タ
ン
プ
ラ

リ
ー
」
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。
各

地
区
の
む
ら
づ
く
り
団
体
が
運
営
し

て
い
る
農
村
レ
ス
ト
ラ
ン
4
カ
所
を

巡
る
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
と
な
っ
て
お

り
、
4
つ
の
ス
タ
ン
プ
を
全
て
集
め

る
と
、
抽
選
で
市
産
の
イ
チ
ゴ
を
は

じ
め
と
す
る
農
産
物
や
直
売
所
な

ど
で
使
え
る
利
用
券
が
も
ら
え
ま

す
。

　　
秋
に
見
ら
れ
る
奥
佐
野
の
紅
葉
は

と
て
も
素
晴
ら
し
い
で
す
。
直
接
足

を
お
運
び
い
た
だ
き
、
そ
ば
の
食
べ

比
べ
を
楽
し
み
つ
つ
、
道
の
り
に
あ

る
景
色
や
観
光
施
設
な
ど
に
も
楽

し
み
を
広
げ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、

住
ん
で
い
る
佐
野
市
の
魅
力
に
改
め

て
お
気
付
き
い
た
だ
け
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
身
近
な
場
所
で
の

再
発
見
を
ぜ
ひ
楽
し
ん
で
み
て
く
だ

さ
い
。

　　
10
月
は
台
風
が
多
く
な
る
季
節

で
す
。
市
民
の
皆
さ
ま
の
生
命
・

財
産
を
守
る
た
め
、
行
政
と
し
て

で
き
る
こ
と
は
、
確
実
に
行
い
ま
す

の
で
、
市
民
の
皆
さ
ま
も
、
防
災

備
蓄
品
の
準
備
・
確
認
を
行
う
と

と
も
に
、
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
災
害
危

険
箇
所
や
避
難
経
路
を
確
認
す
る

な
ど
、
災
害
へ
の
備
え
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

！

佐野市長

金子　裕

よ
う
こ
そ

慶ぎ
ょ
う

２
年
（
西
暦
９
３
９
年
）、
初
代
唐

沢
山
城
主
藤
原
秀
郷
公
が
、
河
内
の
国

（
現
大
阪
）
か
ら
５
人
の
鋳い

も
の
し

物
師
を
佐
野
に
移

り
住
ま
わ
せ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
逸

話
が
残
る
天

て
ん
み
ょ
う

命
（
天
明
）
鋳
物
。
戦
国
時
代
に

は
、
千
利
休
や
織
田
信
長
な
ど
、
歴
史
に
名
を

連
ね
る
茶
人
や
武
将
た
ち
に
愛
用
さ
れ
、
明
治

時
代
に
な
る
と
梵

ぼ
ん
し
ょ
う

鐘
、
仏
像
、
釜
、
鍬く

わ

な
ど
の

日
常
用
具
が
鋳
造
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
令
和
と
な
り
、
自
身
の
作
品
を
製
作

す
る
傍
ら
、
何
百
年
も
前
に
作
ら
れ
た
天
命
釜

に
新
し
い
命
を
吹
き
込
む
若
き
鋳
物
師
が
い
ま

す
。

　

「
那
覇
市
に
あ
る
窯
元
で
５
年
間
ろ
く
ろ
を

挽ひ

き
、
も
の
づ
く
り
の
楽
し
さ
を
、
そ
し
て
、

そ
の
後
８
年
間
は
京
都
の
伏
見
で
茶
の
湯
釜
の

製
作
と
、
時
代
と
釜
に
合
わ
せ
た
修
理
を
学
ば

せ
て
も
ら
い
ま
し
た
」
美
延
さ
ん
の
こ
の
言
葉

か
ら
は
、
今
ま
で
関
わ
っ
た
全
て
の
人
々
へ
の

感
謝
の
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

　

２
０
２
１
年
に
生
ま
れ
育
っ
た
佐
野
に
戻
り
、

千
利
休
、
孫
の
千

せ
ん
の
そ
う
た
ん

宗
旦
由
来
の
茶
釜
を
修
理
す

る
機
会
に
恵
ま
れ
た
と
き
「
こ
の
釜
を
無
事
に

修
理
し
、
納
め
る
こ
と
が
で
き
た
ら
き
っ
と
自
信

に
つ
な
が
る
」
「
こ
の
釜
が
四
百
年
前
に
作
ら
れ
、

ま
た
こ
れ
か
ら
何
百
年
も
使
わ
れ
る
こ
と
を
想
像

す
る
と
、
預
か
り
も
の
を
扱
う
よ
う
だ
」
と
い
う

思
い
で
作
業
に
当
た
っ
た
そ
う
で
す
。

　

鋳
造
所
で
釜
と
向
き
合
う
時
間
は
、
心
が
無
に

な
り
あ
っ
と
言
う
間
に
流
れ
る
と
い
う
美
延
さ
ん

は
「
沖
縄
、
京
都
、
佐
野
で
の
経
験
を
生
か
し
た

作
品
作
り
や
修
理
を
通
し
て
、
ご
先
祖
さ
ま
や
鋳

物
職
人
が
つ
な
い
で
く
れ
た
生
産
用
具
や
作
品
を

後
世
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
ら
い
い
で
す
ね
」

と
、
笑
顔
で
話
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

努
力
を
惜
し
ま
ず
「
天
命
鋳
物
」
と
向
き
合
う

美
延
さ
ん
の
今
後
の
活
躍
に
注
目
し
た
い
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
民
記
者　

中
里
聖
子
）

若林　美
みのぶ

延さん

若林鋳
ちゅうぞうしょ

造所６代目

天て
ん

▼

阿弥陀堂鳥居鐶付　美延さん作

　（あみだどうとりいかんつき）

まちの話題 PHOTO
NEWS

新しい命を吹き込む若き鋳
いものし

物師

▼

�文化財的価値の高い大甑

（おおごしき）の前で
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  ９月４日 ㈪ 、 佐野市の誇る偉人 「田中正造翁」 の法要が、 春

日岡山惣宗寺において、 厳かに執り行われました。

  今回はコロナ禍における行動制限が緩和されたこともあり、 ４

年ぶりにたくさんの方々が出席された法要となりました。

  今盛んにいわれている”ＳＤＧｓ“さながらの環境問題に、 １世紀

以上も前の時代に力を尽くした彼の偉業は、 まさに佐野市民の

誇りといえるでしょう。

  「真の文明は山を荒らさず、 川を荒らさず、 村を破らず、 人を

殺さざるべし」

  この正造翁の言葉は、これからも名言として、事あるごとに人々

に語り継がれていくことでしょう。

  法要の後で、 市郷土博物館の前館長である茂木克美さんによ

る 「佐野の近代化と田中正造」 と題した、ご講演を拝聴しました。

短時間でのお話でしたが、 正造翁の偉大さと、 彼の人となり

がよく分かりました。

（市民記者　葛貫郁子）

田 中正造翁１１１回忌法要
佐野市の誇る偉人

まちの話題 PHOTO
NEWS

①法要の様子

②正造翁の墓

　

９
月
16
日
㈯
、
市
役
所
周
辺
で
４
年
ぶ
り
に
「
さ
の

秀
郷
ま
つ
り
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
！

さ
の
秀
郷
太
鼓
保
存
会
の
皆
さ
ん
に
よ
る
和
太
鼓
演

奏
で
幕
を
開
け
、
佐
野
ブ
ラ
ン
ド
大
使
Ｄ
Ｏ
Ｔ
Ａ
Ｍ
Ａ

さ
ん
の
ラ
イ
ブ
で
午
前
中
か
ら
大
い
に
盛
り
上
が
り
を

見
せ
て
い
ま
し
た
。

午
後
は
新
た
な
企
画
で
あ
る
「
ち
び
っ
こ
さ
の
ま
る

音
頭
」
で
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
も
参
加
し
、
さ
の
ま
る

と
佐
野
ブ
ラ
ン
ド
姫
の
福
士
奈
央
さ
ん
と
一
緒
に
、
さ

の
ま
る
音
頭
を
楽
し
く
踊
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
恒
例
の
市
民
総
お
ど
り
、
み
こ
し
・
お
は

や
し
巡
行
で
会
場
内
の
ボ
ル
テ
ー
ジ
は
最
高
潮
に
！

フ
ィ
ナ
ー
レ
は
、
市
役
所
の
建
物
を
ス
ク
リ
ー
ン
と

し
て
映
し
出
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
マ
ッ
ピ
ン
グ
！

藤
原
秀
郷
公
の
「
大
百
足
退
治
」
物
語
を
現
代
に
蘇

ら
せ
ま
し
た
。
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第３１回
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