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●三好小学校６年

　私の夢は、テーマパークのダンサーになることです。以前見た踊っている姿が、とて

もかっこよく、私もこうなりたいと思ったからです。

　私は、２才の時からダンスを習っています。大好きなダンスを職業にすることができ

たら、とてもうれしいし、やりがいがあると思います。また、ダンスを知らない人には、

ダンスのすばらしさも伝えたいです。

　今の実力では、まだまだダンサーにはなれないと思うので、今後も努力して夢を実現

させたいと思います。

夢のダンサー
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今回の表紙　今回の表紙　「水難救助訓練」（船津川町）　平成２９年７月１９日撮影

　この訓練は、渡良瀬川上流でゲリラ豪雨が発生し、人が川に流されたことを想定し

て実施されました。訓練を行った市の消防職員は、万一の事態に備え、手順を確かめ

ながら真剣に取り組んでいました。

　本紙４～５ページでは家庭でできる防災について特集しています。ぜひご覧ください。
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今
年
の
梅
雨
は
空
梅
雨
か
と
思
え
ば
、
夏
本
番
の
先
月
は
ぐ
ず
つ
い
た
天
候
が

続
き
、
日
照
不
足
に
よ
る
農
作
物
へ
の
影
響
が
心
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
先
月
11
日
・
12
日
に
開
催
さ
れ
た
「
さ
の
秀
郷
ま
つ
り
」
は
、

降
ら
ず
照
ら
ず
の
絶
好
の
天
候
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
秀
郷
ま
つ
り
は
今

回
で
25
回
目
、
そ
し
て
初
日
に
行
わ
れ
た
秀
郷
流
流
鏑
馬
は
10
回
目
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
初
め
て
馬
に
乗
り
流
鏑
馬
の
会
場
を
行
進
し
ま
し
た
。
11
月
に
開
催
さ

れ
る
「
全
国
山
城
サ
ミ
ッ
ト
ｉ
ｎ
佐
野
」
の
Ｐ
Ｒ
用
に
作
成
し
た
「
龍り
ゅ
う
き綺
の
兜
」

を
着
用
し
、
武
者
姿
で
会
場
を
一
周
す
る
だ
け
で
し
た
が
、
馬
を
走
ら
せ
な
が
ら

的
を
射
る
倭
式
騎
馬
會
の
皆
さ
ん
の
技
量
の
高
さ
に
改
め
て
感
服
し
ま
し
た
。

ま
た
、
２
日
目
の
み
こ
し
・
お
は
や
し
巡
行
に
も
多
く
の
方
に
参
加
・
見
物
し
て

い
た
だ
き
、
２
日
間
で
過
去
最
多
の
約
15
万
人
の
人
出
で
し
た
。
秀
郷
ま
つ
り
に

来
場
さ
れ
た
皆
さ
ん
、
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
皆
さ
ん
に
、
心
か
ら
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　

さ
て
、
７
月
の
「
た
ぬ
ま
ふ
る
さ
と
祭
り
」、
８
月
の
「
秀
郷
ま
つ
り
」・「
く
ず

う
原
人
ま
つ
り
」
と
佐
野
市
の
三
大
夏
祭
り
が
終
わ
り
、
今
月
は
本
市
の
ス
ポ
ー

ツ
の
祭
典
で
あ
る
市
民
体
育
祭
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
各
支
部
対
抗
に
よ
る
球
技
大

会
、
陸
上
大
会
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
参
加
さ
れ
る
選
手
の
皆
さ
ん
に
は
、
各
支
部

の
代
表
と
し
て
、
白
熱
し
た
競
技
を
繰
り
広
げ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
台
風
シ
ー
ズ
ン
が
到
来
し
ま
す
。
先
月
の
台
風
５
号
で
は
、
九
州
や

近
畿
、
北
陸
地
方
で
記
録
的
な
大
雨
と
な
り
、
河
川
の
氾
濫
な
ど
に
よ
る
被
害
も

発
生
し
ま
し
た
。
記
録
的
な
大
雨
な
ど
の
自
然
災
害
は
、
対
岸
の
火
事
で
は
な
く
、

い
つ
佐
野
市
で
起
こ
っ
て
も
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
皆
さ
ん
も
災
害
へ
の
備

え
と
し
て
、
事
前
に
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
な
ど
を
見
て
い
た
だ
き
、
危
険
箇
所
や
避

難
場
所
な
ど
の
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。
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き
の
こ
の
方
言
は
わ
か
り
や
す
く
、

そ
の
特
徴
が
よ
く
表
れ
て
い
る

キ
ノ
ハ
ッ
カ
ブ
リ
・
ク
ロ
ド
ン
ビ
ン（
ガ
）・
シ
シ
ギ
ノ
コ
な
ど

　

秋
に
な
る
と
、
松
林
や
雑
木
林
に
は
い
ろ
い
ろ
な
き
の
こ
が
発
生
し
ま

す
。
食
用
に
な
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
な
ら
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
昔
の

人
は
、
色
や
形
な
ど
が
き
の
こ
に
似
て
い
る
と
、
そ
れ
を
き
の
こ
の
名
前

（
方
言
）に
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

　

「
く
ろ
か
わ
」
と
い
う
き
の
こ
が
あ
り
ま
す
。
黒
っ
ぽ
い
色
を
し
て
い

る
の
で
そ
の
名
が
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
雑
木
林
な
ど
に
生
え
、
肉
が
厚
く

て
ほ
ろ
苦
く
ま
る
い
形
を
し
て
い
て
、
灰
色
が
だ
ん
だ
ん
黒
ず
ん
だ
色
に

変
わ
り
ま
す
。
こ
の
き
の
こ
に
は
、
ナ
ベ
カ
ム
リ
・
ナ
ベ
ッ
カ
ブ
リ
・
ク

ロ
ド
ン
ビ
ン
・
ク
ロ
ド
ン
ビ
ン
ガ
・
ク
ロ
ッ
カ
ワ
・
ク
ロ
ン
ボ
な
ど
い
ろ

い
ろ
な
方
言
が
あ
り
ま
す
。

　

か
つ
て
湯
茶
を
沸
か
し
、
お
茶
を
入
れ
る
と
き
に
、
丸
い
形
の
土ど

び
ん瓶
を

使
用
し
ま
し
た
。
く
ろ
か
わ
は
、土
瓶
の
色
や
形
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、

旧
葛
生
地
域
で
は
昭
和
の
中
頃
ま
で
、
ク
ロ
ド
ン
ビ
ン（
ガ
）と
い
っ
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
鍋な

べ
ぞ
こ底
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
、
旧
田

沼
地
域
で
は
、
鍋

な
べ
か
ぶ
り
被
が
訛な
ま

っ
て
ナ
ベ
カ
ム
リ
、
ナ
ベ
ッ
カ
ブ
リ
と
い
っ
て

い
ま
し
た
。
身
近
に
あ
る
も
の
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
ユ
ー
モ
ア
に
富
ん
だ

方
言
を
つ
く
っ
た
も
の
で
す
ね
。

　

キ
ノ
ハ
ッ
カ
ブ
リ
と
い
う
き
の
こ
が
あ
り
ま
す
。
木
の
葉
に
埋
も
れ
て

い
る
様
子
を
方
言
化
し
た
も
の
で
す
。
正
式
名
は「
く
り
ふ
う
せ
ん
た
け
」

と
い
い
ま
す
。

　

ま
た
、
香
り
の
高
い
き
の
こ
に
、
皮こ

う
た
け茸
、
別
名
し
し
た
け
が
あ
り
ま
す
。

黒
褐
色
で
大
形
で
す
。
表
面
に
は
猪

い
の
し
しの
よ
う
に
、
角
つ
の
じ
ょ
う
状
の
さ
さ
く
れ
が

あ
る
の
で
、
方
言
で
シ
シ
ギ
ノ
コ
と
い
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
民
記
者　

森
下
喜
一
）

天
明
釜
の
技
を
受
け
継
ぐ

　

江
田
朋
哉
さ
ん
は
、
現
在
、
東
京
藝
術
大

学
大
学
院
で
鋳
金
の
勉
強
し
て
い
ま
す
。
天

明
鋳
物
師
第
22
代
で
あ
り
、
各
種
の
賞
を
受

け
て
い
る
高
名
な
釜
師
、
江
田
惠
さ
ん
を
父

に
持
つ
こ
と
か
ら
、
朋
哉
さ
ん
と
鋳
金
・
鋳

物
の
出
会
い
は
古
く
、
子
ど
も
の
頃
に
ま
で

さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

　

朋
哉
さ
ん
も
平
成
19
年
の
第
４
回
佐
野
ル

ネ
ッ
サ
ン
ス
鋳
金
展
で
奨
励
賞
を
、
佐
野
高

校
在
学
中
に
は
、
栃
木
県
高
校
美
術
展
や
全

国
高
等
学
校
総
合
文
化
祭
な
ど
で
受
賞
し
て

い
ま
す
。
卒
業
後
は
岩
手
大
学
に
進
み
、
河

北
工
芸
展
で
受
賞
す
る
な
ど
活
躍
し
ま
し
た
。

最
近
で
は
、
今
年
行
わ
れ
た
第
46
回
伝
統
工

芸
日
本
金
工
展
で
も
入
選
し
て
い
ま
す
。

　

今
年
の
４
月
に
人
間
国
宝
田
村
耕
一
陶
芸
館

で
行
わ
れ
た
作
品
展
「
天
明
鋳
物
師　

江
田

家
の
系
譜
」
で
は
、
父
親
で
あ
る
惠
さ
ん
と

と
も
に
作
品
を
展
示
し
ま
し
た
。
鋳
物
に
つ

い
て
朋
哉
さ
ん
は
「
高
温
の
金
属
を
扱
う
の

で
危
険
も
あ
り
、
父
の
指
導
は
厳
し
か
っ
た

で
す
。
た
だ
、
緊
張
し
て
制
作
に
取
り
組
む
、

張
り
詰
め
た
感
じ
が
好
き
で
す
」
と
話
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

作
品
の
形
や
図
柄
、
使
用
す
る
金
属
配
分

な
ど
の
苦
労
も
あ
る
そ
う
で
す
。
江
田
家
で

○プロフィール

平成５年生まれ。

県立佐野高校、岩手大学を卒業し、

現在は東京藝術大学大学院工芸専攻

に在籍中。

は
、
砂
鉄
を
「
た
た
ら
製
鉄
」
で
精
錬
し
て

作
っ
た
「
和わ

ず
く銑
」
で
作
品
を
作
り
ま
す
。
近

年
は
和
銑
が
貴
重
と
な
っ
た
た
め
、
先
代
か

ら
伝
わ
る
材
料
な
ど
を
使
っ
て
制
作
し
て
い

る
そ
う
で
す
。

　

現
在
は
、
東
京
藝
術
大
学
大
学
院
で
制
作

に
励
み
つ
つ
、
赤
見
町
の
工
房
で
も
作
品
を

作
っ
て
い
ま
す
。
来
春
に
は
、
東
京
藝
術
大

学
の
卒
業
・
修
了
作
品
展
に
出
展
す
る
そ
う

で
す
。
将
来
は
家
を
離
れ
て
の
修
行
を
予
定

し
て
い
る
そ
う
で
、
こ
の
先
が
楽
し
み
な
若

者
と
し
て
応
援
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

（
市
民
記
者　

福
田
満
）

江田 朋
と も や

哉 さん
（赤見町）

中央の茶釜が朋哉さんの作品


