
I love my mamachari!! I bought it secondhand in
Kichijouji two years ago. It cost ¥8,000 and took two
days to ride home to Kawagoe. Since then it has cost
only a little time and money. Once,when I was
teaching in Kashiwabara, I was late for work because
I had a flat tyre(honest), but I fixed it myself. Like most
British children of my generation my father taught me
how to fix a flat tyre. I never use bicycle repair shop.
In Sayama there are too many traffic lights and cars.
On my mamachari(which I love) I don't care, I can use
the pavement or Irumagawa cycling road. But, there is
a problem: people who walk forget that bicycles must
use the pavement, too and I have to ring my bell all
the time. In my country bicycles are not allowed on
the pavement. Also, they must have a front and back
light.  When I was a teenager in my home town,
Wisbech I got drunk and rode into town with no
lights.The police would stop me and make me
walk.When they went I'd ride but sometimes they'd
hide and catch me again. The police in England are
sneaky and I don't love them: but I do love my
mamachari!!

Robert Russell(AET)
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私は、自分のママチャリが大好きです。2年前に、中古
で8,000円で買いました。柏原中に通っていたとき、一度、
途中でパンクして遅刻しましたが、自分で直しました。
私の世代は、父親から自転車の直し方を教えてもらって
います。だから、修理は店でなく、自分でします。狭山市に
は信号や車が多いですが、大好きなママチャリでは、気に
なりません。歩道と入間川サイクリングロードを通って
ますから。困ることは、歩行者も自転車も歩道を通るので、
いつもベルを鳴らさなければなりません。イギリスでは、
自転車は歩道を通れませんし、ライトは前後につけなけ
ればなりません。10代のころ無灯火で町に行くと、警官
に止められて歩かされました。警官が行ってしまうと、ま
た乗るのですが、時々かくれていた警官にまた捕まって
しまうこともありました。イギリスの警官は苦手ですが、
ママチャリは大好きです。（ロバート先生の要約）
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狭
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し
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、
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て
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。
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