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矢野 華風
（やの　かふう）　　

　船橋市在住　

産経国際書展・産経アート書展・東

京書作展入選作家/日本書道藝術院

師範/日本選抜美術家協会委員。ロ

ゴデザインや各種企業イベントで

大筆パーフォーマンスも行う。

「往古 （過ぎ去ったとき）」に思いを寄せながら、

「来今 （今から後）」へ希望を託し、様々な２５年を特集しました。

　
平
成
８
年
９
月
の
稲
毛
新
聞
創

刊
か
ら
５
年
。
２
０
０
１
年
４
月

号
で
本
紙
最
大
の
話
題
と
な
っ
た

記
事
が
「
消
え
た
５
０
０
０
万
円

ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
の
怪
」
だ
。
本
紙

の
読
者
で
あ
れ
ば
覚
え
て
い
る
方

も
多
い
の
で
は
な
い
か
。

　
千
葉
市
内
の
売
り
場
か
ら
高
額

当
選
が
出
た
が
、
そ
の
当
た
り
券

が
購
入
者
が
換
金
に
訪
れ
た
売
り

場
で
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

取
材
し
記
事
に
し
て
い
る
。
こ
れ

が
大
き
な
反
響
を
呼
び
、
翌
５
月

号
で
も
引
き
続
き
記
事
を
掲
載
し

て
い
る
が
、
こ
れ
が
ロ
ー
カ
ル
メ

デ
ィ
ア
の
枠
を
超
え
、
全
国
の
マ
ス

コ
ミ
に
ニ
ュ
ー
ス
ソ
ー
ス
を
提
供

す
る
共
同
通
信
が
配
信
、
そ
れ
に

よ
り
千
葉
日
報
を
は
じ
め
読
売
、

朝
日
、
毎
日
、
産
経
、
日
経
等
の
一

般
紙
、
ス
ポ
ニ
チ
や
サ
ン
ス
ポ
等

の
ス
ポ
ー
ツ
紙
、
夕
刊
紙
や
週
刊

誌
な
ど
が
大
き
く
報
道
、
更
に
は

フ
ジ
テ
レ
ビ
、
Ｔ
Ｂ
Ｓ
、
日
本
テ
レ

ビ
、
テ
レ
ビ
朝
日
な
ど
の
ワ
イ
ド

シ
ョ
ー
で
も
大
き
く
扱
わ
れ
た
。

　
当
時
は
地
方
の
小
さ
な
メ
デ
ィ

ア
に
よ
る
大
ス
ク
ー
プ
と
し
て
話

題
と
な
り
稲
毛
新
聞
に
も
取
材
が

殺
到
、
故
佐
藤
社
長
も
対
応
に
大

忙
し
だ
っ
た
。
こ
の
記
事
は
稲
毛

新
聞
の
歴
史
を
語
る
上
で
欠
か
せ

な
い
記
事
で
、

25年
に
渡
っ
て
様

々
な
記
事
を
取
り
上
げ
て
き
た
中

で
も
最
も
印
象
的
な
出
来
事
だ
っ

た
。

稲　毛　新　聞

随筆

　
昨
日
ま
で
降
り
続
い

た
雨
が
止
ん
で
、
今
日

は
す
っ
か
り
晴
れ
上
が

っ
た
青
空
が
美
し
い
。

　
食
欲
の
秋
、
お
し
ゃ

れ
の
秋
、
芸
術
の
秋
、
好

き
な
季
節
が
巡
っ
て
来

た
と
い
う
の
に
、
私
の

心
は
少
し
ば
か
り
沈
み

込
ん
で
い
る
。
何
故
っ

て
「
千
葉
の
お
か
み
さ

ん
会
」
の
大
切
な
仲
間

の
う
ち

5人
も
が
足
を

折
っ
た
り
、
腕
を
折
っ

た
り
で
、
外
出
で
き
な

い
状
態
に
な
っ
て
い

る
。

　
多
少
年
令
が
高
い
と

い
う
事
は
あ
る
け
ど
、

こ
う
立
て
続
け
に
ケ
ガ

人
が
出
る
と
、
驚
く
と

同
時
に
心
配
に
も
な

る
。「
お
祓
い
し
た
方
が

い
い
わ
よ
」
と
い
う
事

も
あ
り
、
成
田
山
新
勝

寺
へ
お
参
り
に
行
っ

た
。
お
か
げ
様
で
そ
の

後
、
ケ
ガ
人
は
出
な
い

の
で
ホ
ッ
と
し
て
い
る

け
ど
、
ケ
ガ
を
し
た
人

達
は
本
当
に
気
の
毒
で

1日
も
早
い
全
快
を
祈

っ
て
い
る
。

　
骨
折
の
経
験
は
私
も

あ
る
が
、
さ
ぞ
か
し
痛

い
だ
ろ
う
し
、
日
常
生

活
で
も
不
自
由
さ
れ
て

い
る
だ
ろ
う
と
同
情
し

て
い
る
。
あ
れ
は
何
年

前
に
な
る
だ
ろ
う
か
？

ま
だ
儀
ち
ゃ
ん
が
健
在

だ
っ
た
頃
だ
。
　

私
は
友
人

2人
と
パ

ー
テ
ィ
に
出
席
の
た

め
、
タ
ク
シ
ー
で
東
京

へ
行
っ
た
。
丁
度
霞
が

関
の
あ
た
り
だ
っ
た
。

私
の
乗
っ
て
い
た
タ
ク

シ
ー
が
前
を
走
っ
て

い
た
タ
ク
シ
ー
と
衝
突

し
て
し
ま
っ
た
。
気
が

つ
い
た
ら
私
は
後
部
座

席
の
下
に
落
ち
込
ん
で

い
た
。
腕
が
も
の
ス
ゴ

ク
痛
か
っ
た
。
一
緒
に

乗
っ
て
い
た
人
は
首
や

肩
が
痛
い
と
言
っ
て
い

た
が
、
ど
う
や
ら
私
が

1番
ひ
ど
い
ら
し
い
の

で
、
少
し
だ
け
安
心
。

　
救
急
車
を
呼
ぶ
と
い

う
声
も
出
た
が
、
こ
の

位
な
ら
平
気
と
別
の
タ

ク
シ
ー
に
乗
り
換
え
予

定
通
り
パ
ー
テ
ィ
に
出

席
し
て
自
宅
に
帰
っ

た
。
本
当
は
腕
が
痛
く

て
痛
く
て
た
ま
ら
な
か

っ
た
の
だ
け
ど
、
こ
ら

え
て
い
た
。

　
帰
宅
し
て
い
た
儀
ち

ゃ
ん
に
「
車
が
ぶ
つ
か

っ
て
こ
ん
な
に
な
っ
ち

ゃ
っ
た
」
と
腫
れ
上
が

っ
た
腕
を
み
せ
た
。
儀

ち
ゃ
ん
は
ジ
ロ
リ
と
腕

に
目
を
や
っ
て
か
ら

「
亭
主
の
晩
飯
の
支
度

も
し
な
い
で
東
京
へ
遊

び
に
行
っ
た
バ
チ
が
当

た
っ
た
ん
だ
。
い
い
気

味
だ
」
と
言
う
。

「
コ
ン
チ
ク
シ
ョ
ウ
」
と

思
っ
た
も
の
の
、
と
て

も
起
き
て
い
ら
れ
な
い

の
で
、
毛
布
に
く
る
ま

っ
て
横
に
な
り
ジ
ィ
っ

と
痛
み
に
耐
え
た
。

　
で
も
我
慢
出
来
ず
、

つ
い
「
痛
い
ヨ
ォ
ー
、
痛

い
ヨ
ォ
ー
」
と
さ
け
ん

で
し
ま
う
。
そ
の
度
に

儀
ち
ゃ
ん
は
「
う
る
せ

ー
、
う
る
せ
ー
」
と
怒
鳴

っ
た
。

　
そ
れ
で
も
可
哀
そ
う

に
な
っ
た
の
か
、
コ
ッ

プ
に
な
み
な
み
と
日
本

酒
を
入
れ
て
持
っ
て
き

た
。
「
こ
れ
飲
め
」
と
私

に
差
し
出
す
。
私
は
一

気
に
飲
ん
だ
。

　
と
こ
ろ
が
と
こ
ろ
が

で
あ
る
。

5分
も
立
た

な
い
う
ち
に
激
し
い
痛

み
が
お
そ
っ
て
き
て
、

私
は
の
た
打
ち
ま
わ
っ

た
。
翌
朝
、
病
院
に
行
く

と
右
ひ
じ
複
雑
骨
折
で

す
ぐ
入
院
、
手
術
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
。

　
退
院
し
て
か
ら
も
儀

ち
ゃ
ん
は
優
し
い
言
葉

ひ
と
つ
か
け
や
し
な

い
。
左
手
に
ス
プ
ー
ン

持
ち
食
事
を
し
て
い
る

私
に
「
飯
な
ん
て
さ
っ

さ
と
喰
う
も
ん
だ
。
ノ

ロ
ノ
ロ
喰
っ
て
い
た
ら

口
の
中
で
ク
ソ
に
な
っ

て
し
ま
う
ぞ
」
な
ん
て

言
う
。
血
も
涙
も
な
い

男
だ
と
私
は
本
気
で
怒

っ
た
っ
け
。

　
で
も
今
じ
ゃ
そ
ん
な

儀
ち
ゃ
ん
の
暴
言
が
な

ん
と
な
く
懐
か
し
く
思

い
出
さ
れ
る
。
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血
も

涙
も

な
い

男

　
明
治
天
皇
の
千
葉
県

行
幸
の
回
数
は
多
い
。
軍

の
演
習
視
察
な
ど
で
合

計

10回
に
及
ん
で
い
る
。

現
在
の
東
葛
、
葛
南
、
千

葉
地
区
な
ど
、
千
葉
県
北

部
に
何
回
も
お
出
ま
し

に
な
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
途
中
、
ご
休

憩
を
と
ら
れ
た
と
こ
ろ

や
民
家
に
お
泊
り
に
な

ら
れ
た
と
こ
ろ
な
ど
、
多

く
の
場
所
に
碑
が
建
て

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
ひ
と

つ
が
稲
毛
東
に
あ
る
「
明

治
天
皇
御
野
立
所
」
の
碑

で
あ
る
。

　
現
在
の
習
志
野
台
あ

た
り
が
「
小
金
原
」
、「
大

和
田
原
」
と
い
わ
れ
て
い

た
あ
た
り
は
幕
府
の
牧

場
で
あ
っ
た
り
、
終
戦
ま

で
は
軍
の
演
習
場
で
あ

っ
た
り
し
て
い
る
が
、
演

習
を
ご
視
察
に
な
っ
た

折
、
指
揮
官
で
あ
っ
た
篠

原
国
幹
の
働
き
ぶ
り
に

感
銘
を
受
け
ら
れ
、
「
篠

原
に
習
え
」
と
の
意
で

「
習
篠
原
」
と
仰
せ
に
な

っ
た
こ
と
が
「
習
志
野
」

の
地
名
に
つ
な
が
っ
た

話
は
有
名
だ
。

　
こ
の
と
き
の
幕
舎
跡

の
「
明
治
天
皇
駐
蹕
之

処
」
の
碑
は
習
志
野
台
４

丁
目
に
建
立
さ
れ
た

が
、
現
在
は
船
橋
市
郷
土

資
料
館
に
移
設
さ
れ
、
船

橋
市
が
管
理
し
て
い
る
。

　
明
治

15年
の
八
街
で

の
近
衛
兵
に
よ
る
演
習

視
察
を
記
念
し
て
建
立

さ
れ
た
碑
は
何
箇
所
か

あ
る
が
、
ご
宿
泊
に
な
っ

た
県
女
子
師
範
学
校
に

建
て
ら
れ
た
「
明
治
天
皇

行
在
所
ち
ゅ
う
跡
」
は
県

庁
前
の
立
体
駐
車
場
前

に
移
設
さ
れ
て
管
理
さ

れ
て
い
る
も
の
の
、
稲
毛

東
の
「
明
治
天
皇
御
野
立

所
」
は
特
に
管
理
者
は
お

ら
ず
放
置
さ
れ
た
ま
ま

だ
。

　
若
葉
区
の
川
井
交
差

点
近
く
に
あ
る
「
明
治
天

皇
御
駐
蹕
之
跡
」
の
碑
は

大
型
の
石
碑
で
あ
り
、
人

力
で
壊
れ
る
よ
う
な
も

の
で
も
な
い
こ
と
か
ら

し
っ
か
り
と
存
在
し
て

い
る
。
八
街
の
手
前
の
川

井
村
で
ご
休
憩
に
な
っ

た
石
原
邸
敷
地
内
に
は

当
時
の
長
屋
門
と
と
も

に
「
明
治
天
皇
川
井
御
小

休
所
」
の
石
碑
も
あ
る

が
、
民
有
地
内
に
あ
る
こ

と
か
ら
管
理
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
。

　
明
治
天
皇
を
め
ぐ
る

碑
は
全
国
に
存
在
し
、
千

葉
県
下
に
も
多
く
の
も

の
が
見
ら
れ
る
が
、
行
政

の
管
理
下
に
あ
っ
た
り

民
家
の
敷
地
内
に
あ
っ

た
り
で
、
い
ず
れ
も
管
理

・
保
護
さ
れ
て
お
り
、
荒

れ
果
て
る
状
態
に
は
な

い
こ
と
が
わ
か
る
が
、
稲

毛
東
の
石
碑
に
限
っ
て

は
管
理
者
が
い
な
い
ま

ま
の
状
態
だ
。
本
誌
の
取

材
に
対
し
、
市
は
「
民
有

地
に
あ
る
公
共
財
で
は

な
い
も
の
を
市
が
管
理

す
る
こ
と
は
困
難
だ
」
と

回
答
し
て
い
る
が
、
再
考

の
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
。

　
敷
地
は
民
有
地
だ
と

は
い
っ
て
も
、
も
と
も
と

「
村
中
持
」
（
む
ら
じ
ゅ

う
も
ち
）
と
い
わ
れ
る
地

域
の
公
共
用
地
で
あ
り
、

登
記
簿
上
で
千
葉
市
が

所
有
者
に
な
っ
て
い
な

い
か
ら
現
行
法
で
は
「
市

有
地
」
と
は
い
え
な
い
だ

け
で
、
実
質
に
お
い
て

「
市
有
地
」
で
あ
る
こ
と

に
間
違
い
は
な
い
。

　
登
記
簿
に
よ
れ
ば
、
敷

地
に
は
所
有
権
の
登
記

が
な
く
、
表
題
部
に
当
時

の
地
域
の
居
住
者
と
み

ら
れ
る

86名
の
共
有
者

の
氏
名
だ
け
が
記
載
さ

れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
個
人
の
所
有
権
の
登

記
が
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
公
共
性
の
高
い

土
地
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
だ
。
敷
地
を
市
の
所

有
と
す
る
手
続
き
を
と

り
、
碑
を
適
正
な
管
理
下

に
置
く
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
千
葉
市
の
歴

史
を
後
世
に
伝
え
る
た

め
に
は
、
必
要
な
措
置
と

し
て
行
政
が
乗
り
出
す

意
味
は
あ
る
。

稲
毛
新
聞
紙
史
で
最
大
の
話
題
に
な
っ
た
の
は
２
０
０
１
年
の
あ
の
事
件

　
創
設
か
ら
５
年
の
節
目

を
迎
え
て
い
た

Jリ
ー

グ
。
こ
の
年
か
ら
福
岡
と

京
都
を
加
え

16チ
ー
ム
１

ス
テ
ー
ジ
制
の
シ
ー
ズ
ン

に
な
っ
た
。
千
葉
県
に
は

リ
ー
グ
発
足
か
ら
参
加
の

ジ
ェ
フ
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
市

原
（
現
ジ
ェ
フ
千
葉
）
と
柏

レ
イ
ソ
ル
の
２
チ
ー
ム
が

参
加
。
３
月
に
開
幕
す
る

と
序
盤
は
横
浜
フ
リ
ュ
ー

ゲ
ル
ス
（
現
在
は
横
浜
マ

リ
ノ
ス
と
合
併
）
が
快
進

撃
で
首
位
を
走
っ
た
が
、

終
盤
地
力
に
勝
る
鹿
島
ア

ン
ト
ラ
ー
ズ
が
逆
転
し
優

勝
。
ジ
ェ
フ
市
原
は

O
B

で
日
本
人
初
の
プ
ロ
選
手

だ
っ
た
奥
寺
康
彦
を
監
督

に
迎
え
た
が
、
シ
ー
ズ
ン

を
通
し
て
波
に
乗
れ
ず
１ ３

勝

17敗
で
９
位
。
柏
レ
イ

ソ
ル
は
途
中

12連
勝
で
上

位
を
伺
う
勢
い
も
あ
り
最

後
は
５
位
と
大
健
闘
。
ニ

カ
ノ
ー
ル
監
督
が
最
優
秀

監
督
に
選
ば
れ
た
。
得
点

王
は
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
川
崎

（
現
東
京
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
）
の

三
浦
知
良
。
ナ
ビ
ス
コ
杯

（
現
ル
ヴ
ァ
ン
杯
）
は
清
水

エ
ス
パ
ル
ス
が
優
勝
。

年
前
は
Ｊ
１
で
２
チ
ー
ム

が
戦
っ
て
い
た
千
葉
県
勢

　
鉄
道
連
隊
演
習
線
「
習
志

野
線
」
跡
は
、
千
葉
公
園
か
ら

競
輪
場
の
前
を
通
り
轟
町
の

住
宅
街
に
向
か
う
。
四
街
道

方
面
へ
向
か
う
下
志
津
線
と

の
分
岐
の
跡
も
道
路
形
状
で

わ
か
る
の
が
感
慨
深
い
。

　
こ
の
近
く
の
千
葉
経
済
大

学
は
、
か
つ
て
材
料
廠
と
い

う
列
車
や
レ
ー
ル
の
修
理
な

ど
を
行
う
施
設
が
あ
っ
た
場

所
だ
。
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
は

伝
統
的
な
イ
ギ
リ
ス
積
み
の

レ
ン
ガ
建
築
に
よ
る
建
物
が

残
っ
て
い
て
、
千
葉
県
の
有

形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い

る
。

「習志野線」路線跡を行く
沿線に点在する様々な陸軍の施設

今でも見られる遺構は県の有形文化財

　
轟
町
か
ら
穴
川
に
か

け
て
の
一
帯
は
、
鉄
道
連

隊
以
外
に
も
戦
車
学
校

や
歩
兵
学
校
な
ど
陸
軍

の
施
設
が
集
中
す
る
地

域
だ
っ
た
。
そ
の
跡
地
に

は
今
、
稲
毛
区
役
所
や
放

射
線
医
学
総
合
研
究
所
、

児
童
相
談
所
な
ど
が
建

っ
て
い
る
。
作
草
部
に
あ

っ
た
気
球
連
隊
の
格
納

庫
は
倉
庫
会
社
が
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い

た
が
、
残
念
な
が
ら
老
朽

化
の
た
め

2
0
2
0年

に
解
体
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。

　
習
志
野
線
は
穴
川
十

字
路
の
手
前
で
モ
ノ
レ

ー
ル
と
い
っ
た
ん
合
流

し
て
か
ら
一
直
線
に
園

生
、
宮
野
木
を
抜
け
て
い

く
。
途
中
、
さ
つ
き
が
丘

団
地
北
側
の
交
差
点
を

過
ぎ
た
緩
や
か
な
上
り

坂
で
、
道
路
脇
に
さ
り
げ

な
く
立
っ
て
い
る
小
さ

な
石
柱
に
気
づ
く
か
も

し
れ
な
い
。

　
鉄
道
連
隊
の
敷
地
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
御

影
石
製
の
境
界
標
で
あ

る
。
百
年
以
上
に
わ
た
り

風
雨
に
晒
さ
れ
て
き
た

た
め
か
風
化
が
激
し
く
、

正
面
に
刻
ま
れ
た
文
字

の
判
読
は
困
難
だ
が
、
お

そ
ら
く
「
陸
軍
用
地
」
と

あ
る
は
ず
だ
。

　
そ
の
少
し
先
に
は
「
犢

橋
駅
」
が
設
け
ら
れ
て
い

た
と
さ
れ
、
広
尾
十
字
路

を
過
ぎ
て
す
ぐ
の
地
点

か
ら
北
へ
向
か
う
分
岐

線
も
存
在
し
た
。
現
在
の

柏
井
浄
水
場
や
横
戸
緑

地
を
通
っ
て
花
見
川
を

渡
り
、
ゴ
ル
フ
場
や
花
見

川
団
地
を
抜
け
て
再
び

本
線
に
合
流
す
る
ル
ー

プ
状
の
「
花
島
迂
回
路
」

で
あ
る
。
演
習
の

距
離
を
稼
ぐ
た
め

の
遠
回
り
だ
っ
た

よ
う
だ
が
、
機
関

車
が
非
力
ゆ
え
、
な

る
べ
く
高
低
差
の

小
さ
い
場
所
を
通

そ
う
と
し
た
か
ら

と
も
い
わ
れ
て
い

る
。

　
さ
ら
に
進
ん
で

作
新
台
に
入
る
と

急
に
歩
道
の
幅
が
広
く

な
る
。
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア

や
紳
士
服
量
販
店
な
ど

が
建
ち
並
ぶ
あ
た
り
に

も
当
時
は
駅
が
あ
っ
た

ら
し
い
。
付
近
に
は
第
一

次
大
戦
時
に
習
志
野
俘

虜
収
容
所
が
立
地
し
て

い
て
、
捕
虜
と
し
て
収
容

さ
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
兵

が
日
本
人
に
ソ
ー
セ
ー

ジ
づ
く
り
を
指
導
し
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
（
小
針
洋
三
）

時
代
に

埋
も
れ

た
鉄

道
を
訪

ね
て

…
②

～轟町・犢橋・作新台

千葉経大内に残る材料厰

明
治
天
皇
、
千
葉
県
行
幸

10回

記
念
碑
の
多
く
は
一
定
の
管
理
下

ＪＲ稲毛駅近くにある明治天皇行幸碑

稲
毛
東
の
碑
は
「
放
置
」
さ
れ
た
ま
ま


