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小平市はGPN会員として
印刷のグリーン購入に取り組んでいます この市報は環境に配慮して、古紙配合の再生紙、低VOCインキを使用しています。

初詣母に歩みを合はせけり 澤野　須美子

は
、
薄
く
切
っ
て
、
乾
か
し
て
お
く
の
。

　
 
網 
の
上
で
焼
い
て
、
お
せ
ん
べ
い
の

あ
み

よ
う
に
し
た
り
、
油
で
揚
げ
た
り
し
て

お
や
つ
に
食
べ
た
よ
。
子
ど
も
た
ち
も

大
好
き
だ
っ
た
の
。

　

桃
の
節
句
の
と
き
は
、 
五  
目 
ず
し
も

ご 

も
く

作
っ
た
よ
。
に
ん
じ
ん
や
し
い
た
け
、

 
干 
ぴ
ょ
う
を
煮
て
、
す
し
飯
に
ま
ぜ
て

か
ん作

る
ん
だ
よ
。

　

は
ま
ぐ
り
の
お
吸
い
物
も
つ
き
も
の

だ
っ
た
。
は
ま
ぐ
り
は
二
枚
の 
貝  
殻 

か
い 

が
ら

が
、
ぴ
っ
た
り
と
対
に
な
っ
て
い
る
縁

起
の
良
い
も
の
だ
か
ら
、
ひ
な
祭
り
に

使
っ
た
ん
だ
よ
ね
。

　

お
節
句
の
日
に
は
、
よ
く
う
ど
ん
も

食
べ
た
ね
。
こ
の
あ
た
り
じ
ゃ
、
ご 
馳 ち

 
走 
と
い
え
ば
、
う
ど
ん
だ
っ
た
か
ら

そ
うね

。
家
で
作
る
か
ら
大
変
だ
け
ど
、 
地 じ

 
粉 
は
こ
し
が
あ
っ
て
、
の
め
っ
こ
く
っ

ご
なて

（
な
め
ら
か
で
）、
と
っ
て
も
お
い
し

い
ん
だ
よ
。

　

お
嫁
さ
ん
も
う
ど
ん
が
作
れ
な
き
ゃ

一
人
前
じ
ゃ
な
い
っ
て
、
い
わ
れ
た
も

ん
だ
ね
。

 　

五
月
五
日
は
「 
端  
午 
の
節
句
」
で
、

た
ん 

ご

子
ど
も
の
成
長
を
願
っ
て
、
家
じ
ゅ
う

で
、
お
祝
い
を
し
た
ん
だ
よ
。

　

こ
の
あ
た
り
で
は
、
男
の
子
が
生
ま

れ
て
は
じ
め
て
の
お
節
句
を 
初  
節  
句 
と

は
つ 

ぜ
っ 

く

い
う
の
。

　

四
月
に
な
る
と
、
お
嫁
さ
ん
の
実
家

や
仲
人
、
親
類
な
ど
が
お
祝
い
を
持
っ

て
き
て
く
れ
て
ね
。
お
嫁
さ
ん
の
実
家

か
ら
は
、
大
き
な 
鯉 
の
ぼ
り
や
吹
き
流

こ
い

 
端  
午 
の
節
句

た
ん 

ご

し
が
多
か
っ
た
ね
。

　

仲
人
さ
ん
や
親
類
な
ど
は
、
五
月
人

形
や
鯉
の
ぼ
り
だ
っ
た
の
。

　

鯉
の
ぼ
り
の
か
わ
り
に
、 
武  
者  
絵 
の

む 

し
ゃ 

え

大
き
な
の
ぼ
り
の
家
も
あ
っ
た
ね
。

　

外
に
立
て
る
鯉
の
ぼ
り
の
さ
お
は
、

人
を
頼
ん
で
大
き
い
杉
の
木
で
作
っ
て

も
ら
っ
た
の
。
さ
お
に
は 
綱 
を
張
っ

つ
な

て
、
吹
き
流
し
や
い
く
つ
も
の
鯉
の
ぼ

り
を
つ
け
、
朝
上
げ
て
、
夕
方
に
は
下

ろ
し
た
ん
だ
よ
。

　

家
に
よ
っ
て
は
外
に
立
て
る
「
外
の

ぼ
り
」
が
大
変
だ
か
ら
と
、
家
の
中
に

飾
る
「
内
の
ぼ
り
」
に
す
る
家
も
あ
っ

た
わ
ね
。

　

内
の
ぼ
り
は
長
さ
が　

セ
ン
チ
ぐ
ら

８０

い
あ
っ
て
、 
鍾  
馗  
様 
や 
宝  
船 
な
ど
が
描

し
ょ
う 

き 

さ
ま 

た
か
ら 
ぶ
ね

か
れ
て
い
た
の
。

　

五
月
人
形
は
、 
坂  
田 
の 
金  
時 
（
金
太

さ
か 

た 

き
ん 

と
き

郎
）、
桃
太
郎
、
鍾
馗
様
な
ど
の
勇
ま
し

い
の
が
多
か
っ
た
ね
。

　

庭
に
は
大
き
な
鯉
の
ぼ
り
が
、
座
敷

に
は
内
の
ぼ
り
や
た
く
さ
ん
の
人
形
が

飾
ら
れ
て
、
み
ん
な
も
元
気
を
も
ら
っ

た
よ
う
だ
っ
た
ね
。

　

お
祝
い
の
お
返
し
は
、 
柏 
餅
と
カ
サ

か
し
わ

ゴ
の 
干  
物 
を
四
月
の
末
頃
に
持
っ
て
い

ひ 

も
の

っ
た
の
。

　

柏
餅
は　

個
か
ら　

個
ぐ
ら
い 
重  
箱 

じ
ゅ
う 
ば
こ

２０

３０

い
っ
ぱ
い
に
つ
め
て
、
カ
サ
ゴ
の
干
物

は
二
枚
重
ね
て
、
の
し
、 
水  
引 
を
か
け

み
ず 

ひ
き

て
ね
。

　

つ
き
あ
い
の
多
い
家
は
、
あ
ち
こ
ち

か
ら
お
返
し
の
柏
餅
が
く
る
ん
で
、
う

ち
で
は
早
め
に
持
っ
て
い
っ
た
の
。

　

初
節
句
の
日
は
、
朝
か
ら
柏
餅
を
た

く
さ
ん
作
っ
て
、
煮
物
も
い
ろ
い
ろ
作

っ
た
よ
。
煮
物
に
は 
八 
つ 
頭 
と 
筍 
は
、

や 

が
し
ら 

た
け
の
こ

か
な
ら
ず
入
れ
た
の
。
八
つ
頭
は
人
の

か
し
ら
に
な
る
よ
う
に
、
筍
は
親
よ
り

伸
び
る
よ
う
に
と
願
っ
て
ね
。

　

お
節
句
に
は
、
ど
こ
の
家
で
も
農
作

業
を
休
ん
だ
の
。「
も
の
ぐ
さ
者
の
節

句
働
き
」
と
い
っ
て
、
こ
の
日
に
働
く

と
笑
わ
れ
た
も
ん
だ
よ
。

　

五
月
五
日
は
「
お
嫁
さ
ん
の
節
句
」

と
も
い
っ
て
ね
、
お
嫁
さ
ん
は
柏
餅
を

も
っ
て
、
里
帰
り
を
し
た
ん
だ
よ
。
夜

に
は 
魔  
除 
け
に
な
る
っ
て
、 
菖  
蒲  
湯 
に

ま 

よ 

し
ょ
う 

ぶ 

ゆ

入
っ
た
の
。

　

そ
の
日
は
府
中
の
お
祭
り
（ 
暗  
闇 
祭

く
ら 

や
み

り
）
が
あ
っ
て
ね
、
み
ん
な
楽
し
み
に

し
て
い
た
よ
。

　

若
い
衆
は
見
物
し
た
り
、
お 
神  
輿 
を

み 

こ
し

一
晩
中
か
つ
い
だ
り
し
て
、
朝
帰
り
が

多
か
っ
た
ね
。

　

三
月
三
日
は
桃
の 
節  
句 
だ
ね
。

せ
っ 

く

　

結
婚
し
て
初
め
て 
迎 
え
る
桃
の
節
句

む
か

に
は
、
お 
嫁 
さ
ん
は
、
実
家
に 
菱  
餅 
と

よ
め 

ひ
し 

も
ち

は
ま
ぐ
り
を
も
っ
て
、
里
帰
り
を
し
た

ん
だ
よ
。

　

そ
し
て
、
お
嫁
さ
ん
に
女
の
子
が
生

ま
れ
る
と
、
実
家
か
ら
お
ひ
な 
様 
が
届

さ
ま

い
た
の
。

　

お
祝
い
は
、
ほ
か
の 
親  
戚 
や 
仲  
人 
さ

し
ん 

せ
き 

な
こ 

う
ど

ん
か
ら
も
届
い
た
ん
だ
よ
。

　

と
き
に
は
実
家
と
親
戚
が
話
し
合
っ

て
、
実
家
が
お 
内  
裏  
様 
と
お
ひ
な
様
を

だ
い 

り 

さ
ま

 
贈 
り
、
三
人 
官  
女 
は
親

お
く 

か
ん 

に
ょ

戚
が
、
五
人 
囃  
子 
は
ま

は
や 

し

た
別
の
親
戚
が
贈
る
、

な
ん
て
こ
と
も
あ
っ
た

ね
。
買
う
店
が
違
っ
て

い
る
と
、
段
ご
と
に
顔

だ
ち
が
少
し
違
う
こ
と

も
あ
っ
た
の
。

　

お
祝
い
に
は
日
本
人

形
が
多
か
っ
た
ね
。 
藤 ふじ

 
娘 
や 
汐  
汲 
み
、 
高  
砂 
な

む
す
め 

し
お 

く 

た
か 

さ
ご

ん
か
も
あ
っ
た
よ
。

　

高
砂
は
お
じ
い
さ
ん

が 
熊  
手 
、
お
ば
あ
さ
ん

く
ま 

で

が 
箒 
を
持
っ
て
い
る
人
形
で
、
長
生
き

ほ
う
き

を
願
う
お
め
で
た
い
も
の
な
の
。

　

お
祝
い
の
お
返
し
と
し
て
、
菱
餅
と

は
ま
ぐ
り
を
持
っ
て
い
く
の
。

　

ひ
な
人
形
は
二
月
の
う
ち
に
飾
っ

て
、
三
月
三
日
が
す
ぎ
た
ら
、
す
ぐ
に

し
ま
っ
た
よ
。
昔
は
早
く
し
ま
う
と
、

早
く
お
嫁
に
行
け
る
と
い
わ
れ
た
ね
。

　

人
に
よ
っ
て
は
、
お
ひ
な
様
は
火
事

除
け
の
神
様
だ
か
ら
、
毎
年
、
十
二
日

間
飾
る
と
火
事
に
な
ら
な
い
っ
て
、
い

っ
た
ね
。

　

毎
年
出
さ
な
い
と
、
人
形
が
泣
く
な

ん
て
い
う
人
も
い
る
よ
。

　

う
ち
の
娘
は
、
お
ひ
な
様
が
大
好
き

で
、
小
学
生
の
と
き
に
、
こ
っ
そ
り
お

ひ
な
様
の
お
道
具
で
遊
ん
で
い
た
の
。

そ
の
う
え
、
お
内
裏
様
の
刀
を
抜
き
差

し
し
た
も
の
だ
か
ら
、
今
で
も
少
し
曲

が
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。

　

お
ひ
な
様
に
は
、
菱
餅
を
お 
供 
え
す

そ
な

る
の
。

　

昔
は
家
で
作
っ
て
い
た
よ
。
赤
と
青

（
緑
）
と
白
の
三
色
の
餅
を
つ
い
て
、

ひ
し
形
に
切
っ
て
重
ね
る
ん
だ
け
ど

ね
。
と
き
ど
き 
色  
粉 
を
入
れ
す
ぎ
て
、

い
ろ 

こ

真
っ
赤
や
真
っ
青
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
っ
た
よ
。

　

こ
の
頃
は
気
温
が
高
い
か
ら
、
桃
の

節
句
の
餅
は
、
お
正
月
の
餅
よ
り
も
、

か
び
や
す
い
ん
だ
よ
。
そ
れ
で
、
ひ
し

形
に
切
る
と
き
に
で
る
端
っ
こ
の
餅

あけましておめでとうございます。
今年は日本の伝統的なお祝い事を、タマおばあさんに語ってもら
いました。

こだいら
ちょっとむかし

　

タ
マ
お
ば
あ
さ
ん
の
お
話
は
、
い

か
が
で
し
た
か
。
感
想
を
ど
う
ぞ
お

寄
せ
く
だ
さ
い
。
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