
市政　窓の

箕
と
伝
説

木
積
を
歩
く

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、

今
春
か
ら
市
内
で
も
イ
ベ
ン

ト
の
中
止
が
相
次
ぎ
、
そ
の

一
つ
に
第
20
回
「
お
せ
ん
様

の
ふ
じ
祭
」が
あ
り
ま
す
。

　

豊
栄
地
区
木
積
で
は
、
江

戸
時
代
か
ら
農
具
の
箕み

が
作

ら
れ
、
大
正
期
か
ら
昭
和
30

年
代
ま
で
周
辺
集
落
を
含
め

約
１
３
０
戸
、
年
間
約
８
万

か
ら
13
万
枚
が
製
作
さ
れ
た

と
さ
れ
ま
す
。

　

昭
和
30
年
代
以
降
、
農
業

の
機
械
化
で
需
要
に
変
化
が

見
ら
れ
製
作
者
も
減
少
、
平

成
17
年
ご
ろ
に
は
４
、
５
人

で
年
間
５
０
０
枚
ほ
ど
の
製

作
に
な
っ
た
と
記
録
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

平
成
21
年
３
月
、「
木
積

の
藤
箕
製
作
技
術
」
が
国
の

重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

お
よ
そ
３
０
０
年
前
、
木

積
村
に
箕
作
り
の
技
術
を
伝

え
た
の
は
、
加
納
お
せ
ん
と

い
う
女
性
と
さ
れ
、
こ
の
伝

説
を
も
と
に
木
積
箕
づ
く
り

保
存
会
・
ふ
じ
の
会
が
イ
ベ

ン
ト
と
し
て

「
お
せ
ん
様
の

ふ
じ
祭
」
を
開

催
し
て
い
ま
す
。

　

木
積
の
集
落

は
、
１
３
０
０

年
代
中
ご
ろ
に

ま
つ
ら
れ
た
と

伝
わ
る
白
山
神

社
と
龍
頭
寺
を

中
心
に
成
立
し

た
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
龍
頭
寺

境
内
墓
地
に
お

せ
ん
様
の
墓
石

匝瑳探訪
173

が
あ
り
、
１
７
３
５
（
享
保

20
）
年
に
亡
く
な
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
ま
す
。

　

な
ぜ
、
お
せ
ん
様
が
村
内

に
箕
作
り
を
広
め
た
の
で
し

ょ
う
か
。
木
積
村
は
江
戸
時

代
初
め
か
ら
明
治
維
新
ま
で

２
６
０
年
ほ
ど
旗
本
堀
氏
が

支
配
し
て
い
ま
し
た
。
稲
作

中
心
の
農
村
に
、
領
主
が
副

業
と
し
て
箕
作
り
を
奨
励
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
を
裏
付
け
る
資
料
が
見

つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、

想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

堀
氏
は
他
に
貝
塚
村
（
豊

栄
地
区
）
と
米
倉
村
（
中
央

地
区
）
の
一
部
を
支
配
し
ま

し
た
が
、
米
倉
村
で
は
村
内

の
沼
地
で
材
料
と
な
る
イ
グ

サ
が
取
れ
た
た
め
、
編
み
が

さ
製
作
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
、

１
８
３
８
（
天
保
９
）
年
の

記
録
に
見
ら
れ
ま
す
。

　

昭
和
30
年
代
か
ら
箕
作
り

を
目
に
し
て
き
た
筆
者
は
、

文
化
財
指
定
と
技
術
の
伝
承

に
は
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り

ま
す
。

（
市
文
化
財
審
議
会
委
員
・

 

依
知
川
雅
一
）

問
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課
広
報
広
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☎
73
・
０
０
８
０

「
Ｇ
ｏ 

Ｔ
ｏ 

オ
ー
タ
ム
」

禍
で
は
あ
り
ま
す
が
早
期
解

散
も
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。

　

イ
ベ
ン
ト
や
ス
ポ
ー
ツ
の

自
粛
制
限
も
収
容
人
数
の
見

直
し
や
開
催
内
容
を
工
夫
す

る
な
ど
し
て
徐
々
に
緩
和
さ

れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
学
生
ス

ポ
ー
ツ
に
お
い
て
も
高
校
で

は
野
球
大
会
を
「
甲
子
園
交

流
試
合
」
と
し
て
開
催
。
各

競
技
会
で
も
趣
向
を
凝
ら
し

た
中
で
開
催
さ
れ
つ
つ
あ
る

こ
と
に
喜
び
と
安あ

ん

堵ど

感
を
覚

え
ま
す
が
、
小
・
中
学
生
の

大
会
開
催
は
ま
だ
ま
だ
ハ
ー

ド
ル
が
高
い
よ
う
で
す
。
そ

の
よ
う
な
中
、
私
も
顧
問
で

あ
る
千
葉
県
剣
道
連
盟
匝
瑳

支
部
で
は
、
大
会
へ
の
出
場

機
会
を
失
っ
た
小
・
中
学
生

の
た
め
に
、
役
員
の
方
々
が

感
染
予
防
対
策
を
講
じ
た
上

で
「
匝
瑳
支
部
設
立
70
周
年

記
念
大
会
」
の
冠
を
つ
け
た

新
た
な
大
会
を
先
月
末
に
開

催
し
、
少
年
少
女
剣
士
た
ち

へ
夢
と
希
望
を
与
え
、
良
き

　

在
職
歴
代
最
長

の
安
倍
首
相
が
体

調
不
良
に
よ
り
突

然
辞
任
表
明
さ
れ
、

そ
の
後
任
と
し
て

９
月
16
日
に
菅
官

房
長
官
が
第
99
代

の
首
相
に
指
名
さ

れ
、
国
民
の
た
め

に
働
く
内
閣
を
組

閣
。
ま
た
、
公
明

党
の
山
口
代
表
も

再
任
さ
れ
、
連
立

政
権
の
下
、
コ
ロ
ナ
対
策
と

経
済
回
復
に
向
け
始
動
し
ま

し
た
。

　

時
を
同
じ
く
し
て
国
民
民

主
党
な
ど
と
合
流
し
た
野
党

第
一
党
の
「
立
憲
民
主
党
」

が
新
体
制
・
新
代
表
の
下
、

政
権
奪
還
に
向
け
ス
タ
ー
ト

し
ま
し
た
の
で
国
政
の
動
向

が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す

が
、
衆
議
院
議
員
の
残
任
期

間
が
１
年
余
り
で
あ
る
こ
と

や
今
後
の
政
治
日
程
や
国
家

的
行
事
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
な

ど
を
考
え
ま
す
と
、
コ
ロ
ナ

思
い
出
づ
く
り
の
場
を
作
っ

て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
敬
意

を
表
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
今
月
よ
り
〝
Ｇ
ｏ 

Ｔ
ｏ 

ト
ラ
ベ
ル
〞に
東
京
が
追

加
さ
れ
、
さ
ら
に
は
25
パ
ー

セ
ン
ト
お
得
に
な
る
〝
Ｇ
ｏ 

Ｔ

ｏ 

イ
ー
ト
〞
も
始
ま
り
、
観

光
需
要
と
経
済
再
生
に
向
け
、

大
き
く
舵
が
切
ら
れ
ま
し
た
。

　

本
市
に
お
き
ま
し
て
も
、

９
月
に
飲
食
店
を
含
む
市
内

店
舗
で
利
用
で
き
る
「
地
域

応
援
ク
ー
ポ
ン
券
（
１
万
円

分
）」
を
全
世
帯
に
無
料
配

布
し
、
さ
ら
に
今
月
は
商
工

会
と
連
携
し
、
20
パ
ー
セ
ン

ト
お
得
な
「
プ
レ
ミ
ア
ム
付

共
通
商
品
券
」
の
発
売
も
予

定
し
て
お
り
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
も
四

季
は
巡
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

ス
ポ
ー
ツ
・
行
楽
・
食
欲
の

秋
。
感
染
予
防
に
努
め
な

が
ら
〝
Ｇ
ｏ 

Ｔ
ｏ 

オ
ー
タ

ム
（
秋
）〞
へ
Ｇゴ

ー
ｏ
ー
Ｇゴ

ー
ｏ
ー

Ｇゴ

ー
ｏ
ー

No.112

匝
瑳
市
長
　

太
田
安
規

龍
頭
寺
境
内
に
あ
る
お
せ
ん
様
の
墓
石
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力
作
募
集
中

図書館だより

　10月27日から11月９日まで（文化
の日を中心にした２週間）は「読書週
間」です。
　読書週間は、終戦の２年後の1947
年（昭和22年）11月、「読書の力によっ
て、平和な文化国家をつくろう」と
いう決意のもとで始まりました。第

読書週間 74回となる今年の標語は「ラスト
ページまで駆け抜けて」です。
　また、読書週間の初日でもある10
月27日は、「文字・活字文化の日」です。
これは、国民の間に広く文字・活字
文化についての関心と理解を深める
ことを目的として、2005年（平成17年）
７月に制定されました。
　読書の秋に、図書館で活字に触れ
てみませんか！

　「おはなし会」は当面の間お休み
します。再開は、図書館ホームペー
ジでお知らせします

おはなし会はお休みします

●休館日…１日（木）・毎週月曜日 問八日市場図書館☎73－3746（17時まで）

図書館ホームページはコチラ
https://www.library.sosa.chiba.jp

本本おすすめのおすすめの

『宮沢賢治の地学読本』
宮沢賢治／作　柴山元彦／編　創元社

　文学者として有名な宮沢賢治は、
もともと地学の教師でもありました。
　地学的な知識や表現がちりばめら
れた作品の中から、地学的に優れた
５作品を選び、詳しく解説していま
す。『宮沢賢治の地学教室』『宮沢賢
治の地学実習』もあわせてどうぞ。

『ベスト・エッセイ2020』
日本文藝家協会／編　光村図書出版

　新聞・雑誌などで発表された数多
くのエッセイの中から77編を選んで
まとめたエッセイ集です。角田光代、
藤沢周など77人の文筆家によるエッ
セイをご堪能ください。

俳
　

句 

髙
安 

せ
い
子 

推
薦

天
井
に
影
ゆ
ら
ゆ
ら
と
走
馬
灯 

岩
井　

や
す

南
部
ふ
う
り
ん
父
の
こ
と
兄
の
こ
と 

光
瀨
甲
江
子

魚
跳
ぶ
音
の
重
し
や
残
暑
光 

大
川　

宜
子

野
菊
の
径
通
り
て
母
よ
帰
り
ま
せ 

椿　
　

和
枝

手
を
合
わ
せ
そ
っ
と
弔
う
大
文
字 

佐
々
木
ゆ
き
子

震
災
日
火
の
粉
も
見
え
し
と
語
る
祖
母 

安
藤　

建
子

浮
雲
は
今
日
も
親
子
で
散
歩
す
る 

髙
木　

芳
夫

 

川
口 

城
司 

推
薦

稲
刈
り
や
猛
暑
を
過よ

ぎ

る
秋
の
風 

伊
藤　

定
子

炎
天
下
照
ら
さ
れ
揺
れ
る
千
羽
鶴 

須
貝　

玉
枝

黄
昏
の
木
の
間
木
の
間
に
虫
の
こ
ゑ 

沖　
　

舟
二

川
　

柳 

勝
又 

康
之 

推
薦

生
き
生
き
と
テ
レ
ビ
体
操
リ
ズ
ム
乗
る 

岡
田
け
い
子

美
智
子
妃
の
結
婚
式
が
初
テ
レ
ビ 

佐
久
間
美
智
子

猛
暑
日
の
テ
レ
ビ
消
さ
ず
に
昼
寝
す
る 

江
波
戸
京
子

朝
刊
で
先
ず
目
を
通
す
テ
レ
ビ
欄 

宮
崎　

賢
一

独
り
者
テ
レ
ビ
が
あ
っ
て
楽
し
め
る 
常
世
田
や
す
子

テ
レ
ビ
か
ら
情
報
届
く
逸
早
い 
椿　
　

謹
二

涼
し
さ
を
テ
レ
ビ
で
感
ず
滝
画
面 

安
藤　

幸
恵

 

川
口 

城
司 

推
薦

家う
ち

の
ネ
コ
自
分
が
主
人
と
思
っ
て
る 

石
田　
　

津

短
　

歌 

依
知
川 

雅
一 

推
薦

青
空
を
支
え
る
ご
と
く
け
や
き
伸
び

　

行
き
交
う
人
の
日
傘
と
な
り
ぬ 

大
木　

洋
一

種
を
蒔
く
黄
泉
よ
り
見
よ
と
幾
度
で
も

　

ひ
ま
わ
り
の
花
吾
子
に
拝
ぐ 

内
藤
喜
代
美

垣
根
ご
し
隣
家
の
バ
ラ
も
葉
が
落
ち
て

　

夏
の
終
り
か
花
一
輪
咲
く 
川
手　
　

芳

枕
辺
の
色
と
り
ど
り
の
朝
顔
は

　

猛
暑
に
負
け
ず
元
気
を
く
れ
し 

伊
藤　

英
子

見
た
目
に
は
地
味
な
感
じ
の
花
な
れ
ど

　

白
粉
花
は
今
真
っ
盛
り 

小
川　

一
夫

朝
採
り
の
西
瓜
の
玉
を
め
で
る
が
に

　

夫
の
頭
の
玉
の
汗
ふ
く 

鈴
木　

志
子

炎
天
の
昼
間
の
卓
に
並
び
た
る

　

冷
し
ト
マ
ト
の
あ
の
酸
っ
ぱ
さ
よ 

宇
野
と
し
子

 

川
口 

城
司 

推
薦

藪
に
鳴
く
う
ぐ
ひ
す
に
意
気
貰
ひ
込
み

　

足
取
り
軽
く
今
日
の
散
策 

渡
辺　

重
雄

棲
み
つ
き
し
雀
の
糞
の
数
多
な
る

　

軒
下
掃
除
が
日
課
と
な
り
ぬ 

稲
葉　

雪
子

文
芸
コ
ー
ナ
ー
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