
KOUHOU SANO
R1.5

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

　

天
皇
陛
下
の
御
即
位
に
伴
い
、元
号
が
「
平
成
」か
ら
新
た
に
「
令
和
」

と
な
り
ま
し
た
。新
し
い
時
代
を
皆
さ
ん
と
一
緒
に
、襟
を
正
し
、市
政

発
展
に
向
け
歩
ん
で
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、新
元
号
の
「
令
和
」で
す
が
、日
本
最
古
の
歌
集
「
万
葉
集
」か

ら
出
典
さ
れ
、奈
良
時
代
に
福
岡
県
の
太
宰
府
で
催
さ
れ
た
「
梅
花
の

宴
」で
詠よ

ま
れ
た
序
文
か
ら
の
引
用
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

万
葉
集
と
言
え
ば
、東
歌
の
中
に
下
野
の
佐
野
付
近
を
詠
ん
だ
歌
が

２
首
あ
る
の
を
ご
存
知
で
す
か
。三
毳
山
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て

　

「
下
野
の　

三
毳
の
山
の　

小こ
な
ら栖
の
す　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
ぐ
は
し
子
ろ
は　

誰た

が
笥け

か
持
た
む
」

そ
し
て
、秋
山
川
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て

　

「
下
野
の　

安
蘇
の
河
原
よ　

石
踏
ま
ず　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

空
ゆ
と
来き

ぬ
よ　

汝な

が
心
告の

れ
」で
す
。

　

他
に
も
、
佐
野
を
詠
ん
だ
の
で
は
と
い
わ
れ
る
歌
も
数
首
あ
る
と

の
こ
と
、
こ
れ
を
機
に
、
万
葉
集
に
興
味
を
持
っ
て
み
て
は
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、佐
野
の
民
話
に
、力
持
ち
で
大
男
の
唐
沢
山
城
主　

家
綱
の
話

が
あ
り
ま
す
。
学
問
の
神
様
、
菅
原
道
真
と
同
様
に
無
実
の
罪
で
九
州

に
流
さ
れ
た
家
綱
が
、同
じ
境
遇
の
道
真
公
を
祀
っ
た
太
宰
府
天
満
宮

に
毎
日
お
参
り
を
し
た
結
果
、国
の
威
信
を
か
け
た
天
覧
相
撲
に
勝
利

し
、大
手
柄
と
無
実
を
手
に
入
れ
佐
野
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

話
で
、家
綱
が
太
宰
府
天
満
宮
か
ら
分
社
し
た
神
社
が
今
の
朝
日
森
天

満
宮
で
す
。こ
の
よ
う
に
太
宰
府
と
本
市
と
の
つ
な
が
り
も
見
ら
れ
る

な
ど
、新
元
号
「
令
和
」と
本
市
の
関
わ
り
を
調
べ
る
こ
と
も
面
白
い
で

す
ね
。

　

そ
し
て
「
令
和
」の
「
令
」は
「
令
嬢
」や
「
令
夫
人
」と
い
う
よ
う
に
、

良
い
、美
し
い
と
の
意
味
も
あ
り
、女
性
の
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す
。そ

の
よ
う
な
「
令
和
」元
年
に
開
催
さ
れ
る
「
日
本
女
性
会
議
２
０
１
９

さ
の
」を
是
非
成
功
さ
せ
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。「
令
和
」と
い
う
新

し
い
時
代
が
、平
和
で
安
全
な
良
い
時
代
と
な
り
ま
す
こ
と
、皆
さ
ん
と

一
緒
に
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

地
域
住
民
に
音
楽
を

　

市
内
の
歯
科
医
院
「
ス
マ
イ
ル
ス
マ

イ
ル
歯
科
」
に
お
い
て
、
市
内
出
身
ピ

ア
ニ
ス
ト
新
井
啓
泰
さ
ん
の
院
内
コ
ン

サ
ー
ト
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
新
井
さ

ん
は
、
ド
イ
ツ
国
立
ハ
ン
ブ
ル
ク
音
楽

大
学
、
イ
タ
リ
ア
・
ペ
ス
カ
ー
ラ
音
楽

院
に
て
研
鑽
。
学
生
音
楽
コ
ン
ク
ー
ル

第
二
位
、
栃
木
県
ピ
ア
ノ
コ
ン
ク
ー
ル

大
賞
等
々
、
数
々
の
コ
ン
ク
ー
ル
入
賞

を
果
た
し
、
ソ
ロ
、
室
内
楽
、
歌
曲
伴
奏
、

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
の
共
演
な
ど
、
幅
広

く
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　

新
井
さ
ん
の
奏
で
る
ピ
ア
ノ
は
、
色

彩
感
覚
豊
か
で
、
艶
と
透
明
感
を
兼
ね

備
え
た
音
色
は
他
を
寄
せ
付
け
ず
、
そ

の
楽
曲
解
釈
に
お
い
て
も
唯
一
無
二
の

世
界
観
を
確
立
し
、
数
多
く
の
聴
衆
を

魅
了
し
続
け
て
い
ま
す
。

　

今
回
の
コ
ン
サ
ー
ト
は
、
昨
年
に
引

き
続
き
２
回
目
の
開
催
。
こ
の
コ
ン

サ
ー
ト
は
主
催
者
が
地
域
の
人
に
、
普

段
触
れ
る
機
会
が
少
な
い
新
井
さ
ん
の

素
晴
ら
し
い
ピ
ア
ノ
の
音
色
を
聴
い

て
、「
少
し
で
も
た
く
さ
ん
の
人
に
音

楽
に
触
れ
て
ほ
し
い
」
と
の
思
い
と
、

「
歯
科
医
院
も
良
質
な
音
楽
も
、
人
生

 新井 啓
のりやす

泰さん
（赤見町）

○プロフィール

５歳からピアノを習い、東京藝術大学

卒業後に渡欧。留学中、文化庁新進

芸術家海外研修制度特派員を務める。

現在、宇都宮短期大学にて教授。フェ

リス女学院大学講師を歴任。

を
豊
か
に
す
る
も
の
だ
と
感
じ
て
ほ
し

い
」
と
願
っ
て
開
催
し
て
い
る
と
の
こ

と
で
す
。

　

ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
、

シ
ョ
パ
ン
と
、
誰
も
が
一
度
は
耳
に
し

た
こ
と
が
あ
る
名
高
い
作
曲
家
た
ち
の

10
曲
を
軽
や
か
に
、
優
雅
に
次
々
と
演

奏
。
来
場
者
の
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、

あ
っ
と
い
う
間
の
90
分
間
で
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
も
、
市
内
の
皆
さ
ん
と
の

ピ
ア
ノ
を
通
し
て
の
繋
が
り
を
大
切

に
、
新
井
さ
ん
の
ま
す
ま
す
の
ご
活
躍

を
願
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

︵
市
民
記
者　

葛
貫
郁
子
︶

院内コンサートで新井さんの演奏に聴き入る
来場者の皆さん
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つ
ま
ら
な
い
こ
と
、
余
計
な
こ
と
を

タ
コ
ト
と
い
う

　

意
味
の
わ
か
ら
な
い
つ
ま
ら
な
い
話
を
、
共
通
語
で
は
寝ね
ご
と言
と
い
い

ま
す
。
寝
言
と
同
じ
意
味
の
方
言
に
タ
コ
ト
が
あ
り
ま
す
。
タ
コ
ト
に
は
、

い
い
加
減
だ
と
か
で
た
ら
め
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
最

近
は
中
高
年
者
で
も
、
こ
の
タ
コ
ト
を
使
う
人
は
め
っ
き
り
少
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。

　

「
タ
コ
ト
い
う
ン
じ
ゃ
ネ
ー
よ
。
そ
ん
な
コ
タ
ー
︵
こ
と
は
︶、
だ
れ

が
聞
い
た
っ
て
信
じ
ネ
よ
。
エ
ー
カ
ゲ
ン
︵
で
た
ら
め
︶
だ
っ
て
コ
タ
ー

︵
こ
と
は
︶、
自
分
だ
っ
て
わ
か
り
そ
う
な
も
ん
だ
け
ど
ね
え
」

　

常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
こ
と
ば
、
は
な
は
だ
し
く
ば
か
げ

た
こ
と
ば
を
、
共
通
語
で
戯た

わ
ご
と言
と
い
い
ま
す
。
方
言
で
い
う
タ
コ
ト
は
、

こ
の
戯
言
が
訛な

ま

り
、
意
味
変
化
し
た
も
の
で
す
。

　

意
味
・
用
法
な
ど
が
タ
コ
ト
と
よ
く
似
て
い
る
方
言
に
、
ヘ
デ
ナ
シ

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
普
通
ろ
く
で
な
し
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
ま

す
が
、
で
た
ら
め
︵
な
人
︶・
う
そ
︵
を
い
う
人
︶
と
い
う
意
味
も
あ
り

ま
す
。
ヘ
デ
ナ
シ
は
ヘ
デ
ー
ナ
シ
と
も
い
い
、
下
品
で
俗
っ
ぽ
い
こ
と

ば
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
の
中
頃
ま
で
に
男
性
こ
と
ば
と
し
て
使

わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

「
あ
の
男
は
、エ
ー
加
減
な
こ
と
べ
ー
︵
ば
か
り
︶
べ
ら
べ
ら
ク
ッ
チ
ャ

ベ
ッ
テ
︵
し
ゃ
べ
っ
て
︶
る
ン
で
、
デ
ホ
ー
ラ
ク
︵
口
ま
か
せ
︶
も
ん

と
い
わ
れ
て
い
る
よ
。
ヘ
デ
ナ
シ
と
も
ね
」

　

ヘ
デ
ナ
シ
は
、“
屁
出
な
し
”
が
も
と
の
こ
と
ば
。
屁
さ
え
も
出
さ
な

い
よ
う
な
け
ち
ん
ぼ
う
で
、
つ
ま
ら
な
い
男
と
い
う
意
。
ヘ
デ
モ
ネ
ー

も
こ
と
ば
の
成
り
立
ち
は
同
じ
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

︵
市
民
記
者　

森
下
喜
一
︶

　３月２２日、西浦・黒袴土地区画整理事業竣工記念式典が、同区画地内の公園にて開催されました。

　同事業は、平成２５年に佐野新都市開発整備事業の一環「佐野インター産業団地二期工事」としてスター

トし、施工面積約 8.6ha。区画整理で生み出された産業団地は、南に東北自動車道佐野・藤岡 IC、北に佐

野 SA スマート IC を擁する交通

利便性や、災害の少ない安全安心

な地域性などが評価され、既に完

売となりました。

　同産業団地は本市の掲げる『魅

力ある産業で賑わう活力あるま

ちづくり』に大いに貢献するもの

と期待されています。

活力あるまちづくりのために

今回の表紙　「平成から令和へ」
　5 月より元号が「令和」となりました。令和の出典元となった万葉集では、巻１４ ‐

３４２４において、市内で親しまれている「三毳山」が詠われております。

街をハレの舞台に！
　3 月２８日、佐野駅南商店街協同組合と佐野クリケットチャレンジのコラボ企画で、にぎわいのまちづ

くりについての講座が佐野商工会議所で開催されました。講師のワークヴィジョンズ代表・西村浩さんは

「まずあなたの周り徒歩５分の場所を楽しくし

ましょう。小さくていいんです、自分で動き

ましょう」と、西村さんの出身地である佐賀

での取組み事例を紹介。 一人の街をこよなく

愛する人がいれば、そういう人が集まれば街

は変わるということを実践されています。

　“佐野のまちを元気にしたい” という熱い思

いを持った人たちで、会場は何か起こりそう

なわくわく感に満ちていました。　　

　　　　　　　　　　（市民記者　永倉文子）

※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！




