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先
月
発
生
し
た
西
日
本
豪
雨
で
は
、「
大
雨
特
別
警
報
」が
11
府
県
に

発
令
さ
れ
る
な
ど
、
想
定
を
超
え
る
雨
量
に
よ
る
土
砂
崩
れ
や
河
川
の

氾
濫
に
よ
り
、
特
に
広
島
・
岡
山
で
は
多
く
の
尊
い
人
命
が
失
わ
れ
、

平
成
に
入
っ
て
最
悪
の
被
害
と
な
り
ま
し
た
。
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
の

ご
冥
福
を
お
祈
り
し
ま
す
と
と
も
に
ご
遺
族
に
深
く
哀
悼
の
意
を
表
し

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
豪
雨
災
害
は
、
対
岸
の
火
事
で
は
な
く
、
佐
野
市
で
も

起
こ
り
う
る
も
の
で
す
。
本
市
で
も
豪
雨
災
害
へ
の
対
応
に
つ
い
て
防

災
訓
練
な
ど
を
行
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
災
害
を
教
訓
に
、
今
一
度
、

市
民
へ
の
適
切
な
避
難
情
報
の
伝
達
等
の
再
確
認
を
行
い
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
さ
て
、
先
月
10
日
、
本
市
出
身
者
を
中
心
と
し
て
東
京
方
面
で
活
躍

さ
れ
て
い
る
方
々
で
構
成
さ
れ
る「
在
京
佐
野
ふ
る
さ
と
会
」総
会
が
東

京
日
本
橋
の
ホ
テ
ル
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
毎
年
、
私
も
出
席
さ
せ
て

も
ら
っ
て
ま
す
が
、
島
田
勝
久
会
長
の
も
と
、
今
年
で
創
立
30
周
年
を

迎
え
、
今
回
出
席
さ
れ
た
約
40
人
の
会
員
と
一
緒
に
節
目
を
祝
う
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
会
員
の
皆
さ
ん
は
、
佐
野
を
離
れ
て
い
て
も
、
ふ
る

さ
と
佐
野
市
の
こ
と
を
常
に
気
に
か
け
て
く
れ
て
お
り
、
今
後
も
本
市

と
東
京
と
の
交
流
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
だ
け
る
と
の
力
強
い
言
葉
も

い
た
だ
き
、
と
て
も
心
強
く
感
じ
ま
し
た
。「
在
京
佐
野
ふ
る
さ
と
会
」

会
員
の
皆
さ
ん
の
益
々
の
ご
活
躍
を
祈
念
し
て
お
り
ま
す
。

　
先
月
か
ら
、
市
内
各
地
で
夏
祭
り
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
月
22

日
の「
た
ぬ
ま
ふ
る
さ
と
祭
り
」を
皮
切
り
に
、
今
月
11
・
12
日
が「
さ
の

秀
郷
ま
つ
り
」、25
・
26
日
が「
く
ず
う
原
人
ま
つ
り
」と
続
き
ま
す
。「
暑

さ
日
本
一
」の
佐
野
か
ら「
ホ
ッ
ト
」な
話
題
を
発
信
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
の
で
、
皆
さ
ん
も
一
緒
に「
熱
い
」気
持
ち
で
頑
張
り
ま
し
ょ

う
。
た
だ
し
水
分
補
給
は
忘
れ
ず
に
。

「
ク
リ
ケ
ッ
ト
の
聖
地
」

を
目
指
し
て

　

「
地
域
価
値
創
造
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
」と

は
、
市
が
平
成
28
年
度
か
ら
進
め
て
い

る
「
ク
リ
ケ
ッ
ト
タ
ウ
ン
佐
野
創
造
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
中
心
的
な
役
割
を
担

う
人
材
で
あ
り
、
秋
山
さ
ん
は
応
募
者

285
人
の
中
か
ら
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

秋
山
さ
ん
は
東
京
大
学
法
学
部
卒
業

後
、独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構(

Ｕ

Ｒ
）に
入
社
。
２
０
０
１
年
～
２
０
０
５

年
に
は
佐
野
新
都
市
開
発
を
担
当
し
、

佐
野
プ
レ
ミ
ア
ム
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
誘
致

や
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
設
置
に
向
け
た
高

速
バ
ス
事
業
者
と
の
交
渉
に
携
わ
っ
た

経
験
が
あ
り
ま
す
。
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
就

任
の
た
め
都
市
再
生
機
構
を
退
職
し
住

居
を
佐
野
市
内
に
移
し
た
後
、
７
月
か

ら
業
務
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

秋
山
さ
ん
が
考
え
る
ク
リ
ケ
ッ
ト
を

通
じ
た
ま
ち
づ
く
り
は
「
ク
リ
ケ
ッ
ト
」

を
全
面
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
ま
ず
地
域
を
活
性
化
し
て
い
く
と

い
う
こ
と
で
す
。
田
沼
高
校
跡
地
の
市

国
際
ク
リ
ケ
ッ
ト
場
の
整
備
・
校
舎
の

改
修
と
同
時
に
、
街
中
に
い
く
つ
か
の

企
業
と
地
域
の
人
々
が
気
軽
に
集
ま
っ

て
交
流
で
き
る
場
所
づ
く
り
に
取
り
組

秋山 仁
よ し お

雄 さん

○プロフィール

 平成３０年７月「クリケットタウン

佐野創造プロジェクト」の地域価値

創造マネージャーに就任。クリケッ

トを通じたまちづくりを担う。任期

は平成３３年３月まで。

み
ま
す
。
ど
ち
ら
も
老
若
男
女
問
わ
ず

多
目
的
に
利
用
が
で
き
る
よ
う
な
設
備

に
し
、
一
つ
の
場
所
で
い
ろ
い
ろ
な
経

験
、
体
験
が
で
き
、
誰
も
が
行
っ
て
み

た
い
と
思
え
る
所
に
し
ま
す
。
そ
こ
に

ク
リ
ケ
ッ
ト
を
備
え
る
こ
と
で
い
つ
の

間
に
か
市
民
に
広
く
知
れ
わ
た
り
、
そ

れ
が
身
近
な
ス
ポ
ー
ツ
に
な
っ
て
い

く
。
そ
し
て
秋
山
さ
ん
は
、
結
果
的
に

ク
リ
ケ
ッ
ト
と
街
・
人
の
歯
車
が
か
み

合
っ
て
地
域
経
済
が
活
性
化
し
て
い
く

見
通
し
を
立
て
て
い
ま
す
。

　

秋
山
さ
ん
の
20
年
、
30
年
を
見
据
え

た
計
画
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、

「
ク
リ
ケ
ッ
ト
の
聖
地
」と
言
え
ば
佐
野

市
！
と
、
広
く
認
知
さ
れ
る
の
は
そ
う

遠
く
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　
　
　
　

（
市
民
記
者　

渡
辺
ま
さ
代
）

梶山地方創生担当大臣の佐野市国際

クリケット場視察に同行する秋山さん（手前）

手仕事を多くの方にご覧いただきました



KOUHOU SANO
H30.8

03

忘
れ
ら
れ
た
古
い
方
言

　“
オ
チ
ャ
ゾ
ッ
パ
イ
”

　
　

～
茶
に
添
え
て
出
す
茶
菓
子
や
漬
物
～

　

農
作
業
は
天
候
に
左
右
さ
れ
る
た
め
、
雨
が
降
っ
た
り
強
い
風
が
吹
い

た
り
す
る
と
、
田
畑
に
出
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
か
つ
て
農
業

が
盛
ん
だ
っ
た
こ
ろ
、
悪
天
候
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
冬
の
寒
さ
で
農

作
業
が
で
き
な
か
っ
た
と
き
、
農
家
の
人
は
よ
く
隣
の
家
へ
出
か
け
、
農

作
物
の
話
や
世
間
話
を
し
な
が
ら
楽
し
み
ま
し
た
。

　

近
所
の
家
に
出
向
く
と
、
ま
ず
出
さ
れ
る
の
が
チ
ャ
オ
ケ
と
い
う
軽
い

食
べ
物
で
し
た
。
こ
れ
は
茶
を
飲
む
と
き
に
添
え
て
出
す
菓
子
や
漬つ

け
も
の物
の

こ
と
で
す
。
チ
ャ
オ
ケ
は
、“
茶
う
け
”
が
訛な

ま

っ
た
も
の
で
す
。

　

旧
田
沼
町
の
野
上
・
三
好
地
方
で
は
、
茶
菓
子
や
漬
物
を
オ
チ
ャ
ズ
ッ

パ
イ
、
ま
た
は
オ
チ
ャ
ズ
ッ
ペ
と
い
い
ま
し
た
。
同
町
の
飛
駒
・
山
形
地

方
で
は
、
オ
チ
ャ
ゾ
ッ
ペ
と
い
い
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
方
言
の
使
用
は
昭

和
の
初
め
頃
ま
で
で
、
そ
れ
以
降
は
消
滅
し
て
し
ま
い
、
今
で
は
一
部
の

高
齢
者
が
知
っ
て
い
る
だ
け
で
、
死
語
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

「
こ
れ
は
ウ
チ（
わ
た
し
の
家
）で
コ
サ
エ
タ（
作
っ
た
）オ
チ
ャ
ゾ
ッ
ペ

だ
け
ど
、
食
ベ
ラ
ッ
セ
ナ（
食
べ
て
く
だ
さ
い
ね
）。」

　

オ
チ
ャ
ゾ
ッ
パ
イ
は
、「
お
茶
」
と
「
ソ
ッ
パ
イ
」
が
結
び
つ
い
た
も

の
で
す
。
ソ
ッ
パ
イ
は
、
し
ょ
っ
ぱ
い
の
変
化
形
で
、“
塩
気
が
あ
る
”

意
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
食
べ
物
の
味
は
、
塩
加
減
に
よ
っ
て
決
ま
る
と

い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
オ
チ
ャ
ゾ
ッ
パ
イ
は
、
塩
加
減
が
い
い
か
ら
味

が
よ
く
、
お
い
し
い
と
い
う
意
味
で
す
。
ご
飯
の
お
か
ず
の
チ
ャ
ズ
ッ
ペ

も
、味
加
減
が
よ
く
お
い
し
い
と
い
う
意
味
で
、内
容
的
に
は
オ
チ
ャ
ゾ
ッ

パ
イ
と
同
じ
で
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
民
記
者　

森
下
喜
一
）

　6月２３・２４日、道の駅どまんなかたぬまを会

場に、市の多彩な手仕事文化を紹介する「天明鋳物

と佐野の手仕事フェア」が開催されました。

　伝統芸能・八木節で幕を開け、会場内には天明鋳

物を核に節句人形など伝統工芸や、木工・押し花キャ

ンドルなど新進の手工芸品の工房単位でブースが設

けられ、作品の展示や紹介、実演や体験が行われま

した。市の手仕事文化を広くアピールするイベント

となりました。

天明鋳物と佐野の手仕事フェア

今回の表紙　「さのクールアースデー２０１８」平成３０年７月１４日撮影
　地球温暖化防止を考え、日常からできる省エネ活動に取り組むきっかけとなるよう、今年も

クールアースデーを開催しました。キャンドルの優しい灯りで、涼しげな夏の夜となりました。

天徳寺宝
ほうえん

衍を考える
　６月２３日、ホテルサンルート佐野にて佐野学第２回目が開催され、天徳寺

宝衍についての講演が行われました。宝衍は、聞きなれない方も多いかと思い

ますが、佐野にゆかりのある人物です。

　宝衍は塚原卜伝の弟子となり武人の心得を納め、豊臣秀吉の側近となり、

小田原城攻めの恩賞として、伏見城下の屋敷と、唐沢山城を与えられました。

　佐野学を開催した佐野日本大学短期大学の川副令教授は、「市民が佐野市

の過去の偉人を学び、現在の市民がつくる力 ( 業績 ) により未来がどうなる

か決まります」と語りました。講演に来場した方は過去の偉人を知るこの貴重

な機会に、興味深く話に耳を傾けていました。

（市民記者　佐藤久夫） 多くの方が来場されました

講演をする出居愽さん

※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！

鋳造の実演 手仕事を多くの方にご覧いただきました

「野州小桜」さんによる八木節 節句人形を鑑賞する来場者


