
KOUHOU SANO
H30.5

02

市
長
か
ら
の

　
　
メ
ッ
セ
ー
ジ

市
長
か
ら
の

　
　
メ
ッ
セ
ー
ジ

岡
部
正
英

　

木
々
の
緑
も
色
濃
く
な
る
中
、
市
内
各
地
で
は
、
春
祭
り
や
ス
ポ
ー

ツ
イ
ベ
ン
ト
な
ど
が
行
わ
れ
、
県
内
外
か
ら
も
多
く
の
方
々
が
本
市
を

訪
れ
て
く
れ
て
い
ま
す
。

　

特
に
４
月
か
ら
６
月
末
ま
で
は
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
と
県
内
各
地
域
が
協

働
で
開
催
す
る
デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
「
本
物
の
出
会

い　

栃
木
」
の
期
間
中
で
あ
り
、
県
内
各
地
で
大
規
模
な
観
光
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

佐
野
市
で
は
「
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
シ
テ
ィ
佐
野
」
と
銘
打
ち
、
先
月
、

お
披
露
目
し
た
佐
野
駅
前
の
天
明
鋳
物
の
「
さ
の
ま
る
像
」
と
と
も
に

お
も
て
な
し
の
心
で
お
客
様
を
お
迎
え
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
期
間
限
定
の
特
別
公
開
と
し
て
、
国
指
定
の
重
要
文
化
財
で

あ
る
佐
野
市
吉
澤
記
念
美
術
館
の
伊

い
と
う
じ
ゃ
く
ち
ゅ
う

藤
若
冲
「
菜
さ
い
ち
ゅ
う
ふ

蟲
譜
」
や
佐
野
市
郷

土
博
物
館
の
天
明
鋳
物
の
「
鋳

ち
ゅ
う
ど
う
う
め
た
け
も
ん
す
か
し
つ
り
ど
う
ろ
う

銅
梅
竹
文
透
釣
燈
籠
」
を
は
じ
め
、

人
間
国
宝　

田
村
耕
一
氏
の
陶
芸
企
画
展
や
国
指
定
史
跡
の
唐
沢
山
城

跡
な
ど
、
本
市
の
様
々
な
観
光
資
源
を
積
極
的
に
Ｐ
Ｒ
し
、
こ
の
チ
ャ

ン
ス
を
活
用
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

３
月
24
日
に
は
佐
野
市
を
愛
す
る
パ
パ
た
ち
に
よ
る
地
域
創
生
事
業

「
佐
野
パ
パ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
し
て
、
駅
前
交
流
広
場
で
「
佐
野
カ

ラ
a
g
e
フ
ェ
ス
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
家
族
連
れ
や
小
中
学
生

な
ど
約
3
5
0
0
人
が
長
蛇
の
列
を
作
り
、
改
め
て
「
唐
揚
げ
」
の

人
気
の
高
さ
に
驚
き
ま
し
た
。
今
回
、
市
民
主
体
の
イ
ベ
ン
ト
が
大
成

功
で
あ
っ
た
こ
と
は
、本
市
の
市
民
力
の
向
上
を
裏
付
け
す
る
も
の
で
、

私
も
大
変
嬉
し
く
、
ま
た
心
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、本
市
が
シ
テ
ィ
ー
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
し
て
い
く
上
で
、

今
回
の
「
パ
パ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
成
功
例
と
し
て
、
多
く
の
皆
さ
ん

と
一
緒
に
佐
野
市
を
盛
り
上
げ
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、

皆
さ
ん
の
ご
協
力
と
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

い
ま
、
子
ど
も
た
ち
に

送
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

　

國
分
さ
ん
は
銀
行
マ
ン
か
ら
大
学
の

教
員
に
転
身
し
ま
し
た
。
以
前
は
東
京

の
大
学
に
勤
め
て
い
た
の
で
す
が
、
平

成
2
年
に
佐
野
女
子
短
期
大
学(

現
佐

野
日
本
大
学
短
期
大
学)

に
移
り
、
家

族
と
と
も
に
佐
野
に
越
し
て
来
ま
し
た
。

　

國
分
さ
ん
は
会
社
の
経
営
を
研
究
し

て
い
ま
す
が
、
中
国
の
歴
史
に
も
関
心

が
あ
り
、『
水
滸
伝
』
や
『
菜
根
譚
』

な
ど
を
愛
読
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
太

田
市
の
「
中
斎
塾
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
陽

明
学
を
学
び
、
深
澤
中
斎
師
と
出
会
っ

て
か
ら
は
、
師
の
指
導
の
下
で
本
格
的

に
論
語
を
学
び
ま
し
た
。　

　

12
年
前
に
若
手
の
経
営
者
の
方
々
と
、

ビ
ジ
ネ
ス
や
生
活
の
中
に
論
語
の
教
え

を
活
か
す
た
め
に
『
國
分
論
語
塾
』
を

立
ち
上
げ
、
20
名
の
塾
生
さ
ん
と
一
緒

に
日
々
研
鑽
し
て
い
ま
す
。

　

最
近
で
は
、
子
ど
も
の
論
語
教
育
に

力
を
入
れ
て
『
こ
こ
ろ
を
育
て
る
母
と

子
の
論
語
教
室
』
を
開
き
ま
し
た
。
こ

の
教
室
は
“
素
読
”
が
中
心
で
、
子
ど

も
た
ち
は
言
葉
の
意
味
を
知
ら
な
い
ま

ま
に
、
大
き
な
声
で
論
語
を
読
ん
で
い

ま
す
。
國
分
さ
ん
は
『
言
葉
の
意
味
が

分
か
ら
な
く
と
も
、
素
読
に
よ
っ
て
言

葉
は
自
然
と
頭
に
入
り
ま
す
。
そ
し
て
、

國分 三郎 さん
（植上町）

○プロフィール

佐野日本大学短期大学非常勤講師

國分論語塾塾長

日本経営学学会などに所属。企業財

務、経営理念、長寿企業の分野を研

究し、講師として活躍

論
語
の
美
し
い
響
き
と
リ
ズ
ム
は
崇
高

な
人
間
性
を
覚
醒
さ
せ
ま
す
』
と
素
読

の
効
用
を
力
説
し
ま
す
。
現
在
は
、
山

形
小
、
佐
野
小
を
は
じ
め
市
内
の
5
つ

の
小
学
校
で
も
子
ど
も
論
語
を
指
導
し

て
い
ま
す
。

「
論
語
に
は
珠
玉
の
言
葉
が
散
り
ば
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
是
非
、
論
語
の
言
葉

を
覚
え
て
欲
し
い
。
長
い
人
生
に
は
、

苦
し
い
と
き
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
様
な

と
き
に
論
語
の
言
葉
は
、
一
条
の
光
を

伴
っ
て
生
き
る
力
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

ま
た
、
論
語
と
併
せ
て
中
根
東
里
や
小

曽
根
俊
子
と
い
っ
た
佐
野
の
人
物
や
伝

統
行
事
を
知
っ
て
欲
し
い
。
そ
し
て
、

郷
土
に
誇
り
を
持
っ
て
欲
し
い
。
こ
れ

は
国
際
社
会
で
は
大
切
な
こ
と
で
す
。」

と
子
ど
も
た
ち
に
熱
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

送
り
ま
す
。

　
　
　
　
　

（
市
民
記
者　

永
倉
文
子
）國分さんによる講演の様子
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か
つ
て
家
の
出
入
り
口
を
ク
グ
リ

と
い
っ
た

　

門
の
わ
き
に
あ
る
小
さ
な
戸
口
を
、共
通
語
で“
く
ぐ
り
”と
い
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
農
村
地
域
で
は
、
家
の
出
入
り
口
（
玄
関
）
を
、
一
般
に
ク

グ
リ
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。
ほ
か
に
ヘ
ー
リ
ッ
ク
チ
・
ヒ
ャ
ー
リ
ッ
ク
チ

な
ど
と
も
い
い
ま
し
た
。
ヘ
ー
リ
ッ
ク
チ
と
か
ヒ
ャ
ー
リ
ッ
ク
チ
は
、「
入

（
は
い
）
り
口
」
の
変
化
語
で
す
。
ク
グ
リ
は
、
身
を
か
が
め
く
ぐ
っ
て

出
入
り
す
る“
小
さ
な
入
り
口
” 

を
い
い
ま
す
。
ク
グ
リ
の
高
さ
は
１
メ
ー 

ト
ル
50
セ
ン
チ
、
横
幅
は
１
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
で
、
こ
の
ク
グ
リ
は
大お
お
と戸
に

付
い
て
い
ま
す
。

　

ク
グ
リ
に
は
引
き
戸
が
付
い
て
い
る
の
で
、
い
つ
で
も
開あ

け
た
て閉
し
、
出
入

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
大
戸
は
、
屋お

く
な
い内
に
あ
る
馬
屋
か
ら
馬
を

引
き
出
し
た
り
、
引
き
入
れ
た
り
す
る
と
き
に
使
用
し
ま
し
た
。

　

「
ク
グ
リ
は
、セ
メ
ー
（
狭
い
）
か
ら
身
を
か
が
め
て
ヒ
ャ
ー
ン
ネ
（
入

ら
な
い
）
と
、頭
を
ぶ
っ
つ
け
て
イ
タ
ク
ス
ッ
カ
ン
（
け
が
を
す
る
か
ら
）

ね
」

　

昭
和
30
年
代
に
な
る
と
、
多
く
の
農
家
で
家
を
改
修
し
、
あ
る
い
は
建

て
替
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
昔
か
ら
の
な
じ
み
の
ク
グ
リ
は
、
か
げ

も
形
も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ク
グ
リ
と
い
う
こ
と
ば
も
な
く
な

り
、
死
語
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

ヒ
ャ
ー
リ
ッ
ク
チ
・
ク
グ
リ
以
外
に
、
ト
ブ
グ
チ
と
か
ト
ボ
グ
チ
と
い

う
古
い
方
言
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
方
言
は
、
戸

と
ぶ
く
ろ
ぐ
ち

袋
口
が
変
化
し
た
も

の
で
、
も
と
は
引
き
戸
を
し
ま
う
所
を
備
え
た
入
り
口
と
い
う
意
味
で
し

た
。
上
記
の
方
言
は
、
い
ず
れ
も
物
の
形
や
構
造
や
大
き
さ
な
ど
と
、
深

く
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
ね
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
民
記
者　

森
下
喜
一
）

　３月１７日・１８日の２日間、佐野市運動公園陸上競

技場で開催されました。

　日本でなじみの薄いクリケットですが…　世界での競

技人口はサッカーに次ぐ 2 位といわれています。

　イベント当日は、南アジアの選手たちとの交流マッチ

が実況解説付きで行われ、クリケットを初めて見るとい

う人も、ルールや得点方法などに耳を傾けながら、試合

観戦を楽しんでいました。

　また、実際にクリケットを体験できるブースもあり、

クリケット的当てゲームなど、クリケットを存分に楽し

める内容が盛りだくさんでした。

　会場ではカレーフェスも同時開催され、南アジア各国

のカレーや、佐野らーめん・いもフライとカレーのコラ

ボメニューなど、イベント限定のグルメも出展し、多く

の来場者で賑わいました。

華麗なる佐野クリケットフェスティバル

今回の表紙　「根古屋森林公園の鯉のぼり」（飛駒町）平成３０年４月１０日撮影
　新緑香る山里、根古屋森林公園を優雅に泳ぐ鯉のぼり。５月３日（祝・木）は「第１７回鯉来まつり」

が開催されます。また、５月１３日（日）まで鯉のぼりを掲げていますので、ぜひ遊びに来て下さい。

LPガス「さのまるステッカー」でPR
　佐野市エルピーガス販売協同組合が「さのまる郷土

愛マーク」を使用したステッカーを作成しました。

　ステッカーをとおして佐野への郷土愛を広めるとと

もに、ボンベ、店頭、配達用の車両等に貼付することで、

LP ガスが、災害時のライフライン再建に素早く対応で

きることを、市民の皆さんに周知していきます。 　　

　　　　　　　　　　　　　　  （市民記者　中里聖子）
作成したステッカー佐野市エルピーガス販売

協同組合の皆さん

※市のフェイスブックでも、

　市内のイベントなどの様子

　をお知らせしています。

　ぜひ、ご覧ください！

大勢の人で賑わうカレーフェス

インドイレブンVSジャパンイレブンの試合の様子

クリケット体験


