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　私の夢は、美容師になることです。私の家は、昔、美容室でした。美容師だった祖母

が亡くなり、今は美容室を閉めたままです。家族からすてきな美容師だった祖母の話を

聞き、美容師になる夢をもつようになりました。

　私は、髪をとかしたり、結んだりすることが好きです。友だちの髪を結ぶこともあり

ます。「ありがとう、すてき」と、喜んでもらえるとうれしくなります。みんなを笑顔

にできる美容師は、あこがれの仕事です。髪がきれいになって喜ぶお客さんの笑顔が見

たいです。夢に近づくために、私は笑顔でいることを心がけています。そして、天国の

祖母のような美容師になりたいです。

夢は笑顔の美容師

佐野ブランドキャラクター

さのまる©佐野市
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今回の表紙　「消防出初式」（市役所南側県道桐生岩舟線）平成３０年１月１４日撮影

　消防団員約５８０人、車両４３台による壮大な行進が行われました。

　幼年消防クラブ、少年少女消防クラブが行進に華を添え、子どもたちは沿道の皆さ

んに「火の用心」と大きな声で呼びかけました。

　火災が起こりやすい季節です。皆さんも火の用心を心がけましょう。

岡
部
正
英

戸叶 莉
り さ

彩さん

　

暦
の
上
で
は
立
春
を
迎
え
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
厳
し
い
寒
さ
が
続
い
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

　

今
年
も
元
旦
か
ら
恒
例
の
観
光
物
産
会
館
初
売
り
式
に
臨
み
ま
し
た
。
ス
タ
ッ

フ
の
皆
さ
ん
に
は
、
笑
顔
と
お
も
て
な
し
の
心
で
の
接
客
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　

昨
年
「
全
国
山
城
サ
ミ
ッ
ト
ｉ
ｎ
佐
野
」
の
会
場
と
な
っ
た
唐
澤
山
神
社
で
は
、

そ
の
効
果
も
あ
り
元
旦
か
ら
大
渋
滞
で
、
参
拝
客
が
例
年
と
比
べ
３
割
増
加
し
た

そ
う
で
す
。
私
も
３
日
に
参
拝
を
し
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
多
幸
と
本
市
の
さ
ら

な
る
飛
躍
を
願
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

先
月
６
日
に
は
本
市
主
催
の
新
年
祝
賀
会
・
表
彰
式
を
開
催
し
、
市
内
各
界
代

表
者
な
ど
約
１
千
人
の
方
々
と
新
し
い
年
の
門
出
を
祝
い
ま
し
た
。
今
年
の
表
彰

式
は
、
長
年
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
町
会
長
や
附
属
機
関
の
委
員
な
ど
132
人
に
対
し
、

功
労
表
彰
・
徳
行
表
彰
を
行
い
ま
し
た
。
受
章
者
の
皆
さ
ん
、
今
後
と
も
市
政
運

営
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

７
日
に
は
、
成
人
式
が
市
内
３
カ
所
で
開
催
さ
れ
、
約
１
２
０
０
人
の
方
が
成

人
式
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
今
年
の
新
成
人
に
は
「
決
断
」
と
い
う
言
葉
を
贈
り

ま
し
た
。
今
後
、
社
会
人
と
し
て
直
面
す
る
大
き
な
「
決
断
」
を
迫
ら
れ
る
場
面

で
は
、
勇
気
を
持
っ
て
決
断
し
、
実
行
に
移
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

し
て
決
断
を
下
す
際
に
、
皆
さ
ん
を
励
ま
し
背
中
を
押
し
て
く
れ
る
仲
間
や
友
人
、

そ
し
て
家
族
へ
の
感
謝
の
思
い
を
胸
に
、
立
派
な
大
人
へ
と
成
長
し
て
も
ら
い
た

い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
今
後
の
活
躍
を
期
待
し
ま
す
。

　

さ
て
、
今
月
７
日
は
、
大
澤
駅
伝
競
走
大
会
が
行
わ
れ
ま
す
。
駅
伝
人
気
が
高

ま
る
中
、
第
68
回
を
迎
え
伝
統
あ
る
大
澤
駅
伝
に
参
加
す
る
約
190
チ
ー
ム
の
ラ
ン

ナ
ー
の
激
走
に
熱
い
声
援
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
24
・
25
日
の
両
日
、
市
役
所

周
辺
で
「
さ
の
ま
る
の
日
イ
ベ
ン
ト
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
30
周
年
を
迎
え
る
「
佐

野
ら
ー
め
ん
会
」
を
は
じ
め
、
多
数
の
ご
当
地
グ
ル
メ
や
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
集
合

し
ま
す
。
皆
さ
ん
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
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便
所
の
名
称
と
し
て
、

チ
ョ
ジ
ョ
バ
と
か
コ
エ
ダ
メ
な
ど

い
ろ
い
ろ
な
方
言
が
使
わ
れ
て
い
た

　

昔
か
ら
呼
び
名
の
多
い
も
の
と
い
え
ば
、
ま
ず
「
便
所
」
が
挙
げ
ら
れ

ま
す
。
今
で
も
便
所
は（
お
）ト
イ
レ
と
い
っ
た
り
、
お
手
洗
い
な
ど
と
い

い
ま
す
が
、
年
配
者（
女
性
）に
な
る
と
、
御ご
ふ
じ
ょ
う

不
浄
な
ど
と
も
い
い
ま
す
。

　

便
所
の
近
く
に
は
、
昔
か
ら
現
在
と
同
様
に
手
洗
所
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
手
洗
所
を
普
通
、
手ち
ょ
う
ず
ば

水
場
と
い
い
ま
し
た
が
、
の
ち
に
な
る
と
、
こ

の
手
水
場
が
便
所
の
意
に
変
化
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。「
ち
ょ
う
ず
ば
」

が
訛な
ま

っ
て
、
チ
ョ
チ
ョ
バ
、
チ
ョ
ジ
ョ
バ
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
昭
和
20
年
頃
に
な
る
と
、
共
通
語
の
「
ち
ょ
う
ず
ば
」
も
、
チ
ョ

チ
ョ
バ
や
チ
ョ
ジ
ョ
バ
も
す
っ
か
り
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

昔
、
禅
寺
で
僧
堂
の
後
ろ
に
架か

け
渡
し
た
洗
面
所
を
、
後こ
う
か架
と
い
っ
て

い
ま
し
た
が
、
の
ち
に
便
所
を
コ
ー
カ
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
明

治
の
人
た
ち
は
、「
ど
こ
へ
行
っ
た
ん
ダ
ン
ベ
と
思
っ
て
た
ら
コ
ー
カ
だ
ッ

タ
ン
ケ
ー
？
」
な
ど
と
い
っ
た
も
の
で
す
。
農
家
の
ほ
と
ん
ど
の
家
が
、

屋
内
に
便
所
が
な
く
、
夜
中
で
も
外
便
所
を
利
用
す
る
と
い
う
不
便
な
生

活
を
し
て
い
ま
し
た
。
屋
内
に
あ
る
便
所
を
カ
ミ
ゴ
ー
カ
（
カ
ミ
ゴ
カ
）

と
か
、
カ
ミ
オ
ー
カ（
カ
ミ
オ
カ
）な
ど
と
い
っ
て
い
ま
し
た
。
一
段
上
に

あ
る
便
所
と
い
う
こ
と
で
、
後
架
に
「
上
」
が
つ
き
、
そ
れ
が
変
化
し
た

も
の
で
す
。

　

便
所
は
、
糞く
そ

を
た
め
て
お
く
と
こ
ろ
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ク
ソ
ダ
メ
と

い
っ
た
り
、
あ
る
い
は
深
く
穴
を
掘
っ
て
そ
こ
に
た
め
る
こ
と
か
ら
、
ク

ソ
ツ
ボ
と
か
コ
エ
ダ
メ
な
ど
と
も
い
い
ま
し
た
。

※
コ
エ
は
糞
尿
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
民
記
者　

森
下
喜
一
）

防
犯
、
防
火
、
お
祭
り
の

交
通
整
理
な
ど
に
活
躍
中

　

北
関
東
の
名
物
、冬
の
空
っ
風
。
乾
き
き
っ

た
北
西
の
季
節
風
が
吹
き
荒
れ
る
冬
か
ら
春

先
は
、
火
事
が
多
発
し
ま
す
。
幸
い
町
内
を

焼
き
尽
く
す
よ
う
な
大
火
に
は
な
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
私
の
住
ん
で
い
る
町
内
で
も
、
こ

れ
ま
で
に
何
件
か
の
火
災
が
発
生
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
火
災
が
多
く
発
生
す
る
冬
か
ら
春
に

か
け
て
の
夜
間
に
、
火
災
防
止
の
夜
回
り
を

し
て
く
れ
て
い
る
の
が
自
警
団
で
す
。
自
警

団
は
旧
田
沼
・
葛
生
地
域
に
置
か
れ
て
い
る

防
犯
・
防
火
の
た
め
の
組
織
で
、
寺
島
さ
ん

は
田
沼
地
区
の
下
町
の
自
警
団
員
と
し
て
23

年
、
そ
し
て
７
年
前
か
ら
は
、
団
長
と
し
て

活
躍
を
し
て
い
ま
す
。

　

自
警
団
の
活
動
は
、
こ
の
火
災
防
止
の
呼

び
か
け
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
３
月
に
な

る
と
、
田
沼
地
域
に
住
ん
で
い
る
人
な
ら
何

と
な
く
心
騒
ぐ
、
初
午
祭
の
交
通
整
理
や
車

両
規
制
、
駐
車
場
の
案
内
な
ど
も
行
い
ま
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
地
区
で
行
わ
れ
る
各
種

の
祭
り
や
稲
荷
神
社
の
祭
り
、
た
ぬ
ま
ふ
る

さ
と
祭
り
、
子
ど
も
神み
こ
し輿

が
行
わ
れ
る
と
き

に
も
、
交
通
整
理
な
ど
を
行
っ
て
い
る
そ
う

で
す
。
ま
た
、
町
内
の
所
々
に
置
か
れ
て
い

○プロフィール

昭和３２年生まれの６０歳。平成６年

に現在の田沼地区下町の自警団に入団

し、平成２１年からは、同団の団長を

務める。

る
消
火
栓
の
点
検
、
交
通
安
全
週
間
に
お
け

る
安
全
啓
発
な
ど
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
下
町
の
自
警
団
員
は
12
人
。
寺
島

さ
ん
は
「
ほ
か
の
自
警
団
で
も
、
人
手
が
不

足
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
聞
い
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
、
多
く
の
人
に
入
団
し
て
も
ら
い
、

地
域
の
た
め
一
緒
に
活
動
を
し
て
い
た
だ
き

た
い
で
す
」
と
話
し
ま
す
。

　

季
節
風
の
吹
き
荒
れ
る
時
期
で
す
。
皆
さ

ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た
心
が
け
と
協
力
で
、
財

産
や
命
を
奪
う
火
災
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

（
市
民
記
者　

福
田
満
）

寺島 静
し ず お

男 さん
（田沼町）

下町の自警団の皆さんは、昨年の初午祭

でも交通整理などで活躍しました。




