
謹
賀
新
年

工
芸
菓
子

「
白
鷹
と
牡
丹

（
は
く
た
か
と
ぱ
た
ん
）」

白
鷹
と
牡
丹
は
、
「
餡
平
（
あ
ん
ぺ
い
）
　＝
白
餡
に
う
る
ち
米
の
粉

を
混
ぜ
て
蒸
し
た
も
の
」
と
「
雲
平
（
う
ん
ぺ
い
）
　＝
砂
糖
に
も
ち
米

の
粉
を
混
ぜ
て
練
っ
た
も
の
」
で
で
き
て
い
ま
す
。

岩
は
、
「
ぬ
く
め
生
地
＝
砂
糖
と
も
ち
米
の
粉
」
、
岩
の
周
り
は
、

「
カ
ル
メ
ラ
生
地
＝
砂
糖
と
卵
白
」
で
で
き
て
い
ま
す
。

す
べ
て
、
和
菓
子
の
素
材
で
す
。

（
提
供
＝
松
戸
菓
子
衛
生
組
合
和
菓
子
部
）

市　長

川井　 敏久

市議会議長
杉浦　正八

新
年
、
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
希
望
に
満
ち
た
輝
か
し
い
新
春
を
お
迎
え
の
こ

と
と
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

本
市
は
、
昨
年
、
市
制
施
行
六
十
周
年
を
迎
え
ま
し
た
が
、
人
に
例
え
れ
ば

「
還
暦
」
で
あ
り
、
首
都
圏
有
数
の
生
活
都
市
と
し
て
、
成
熟
期
を
迎
え
て
い

る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
も
ひ
と
え
に
、
市
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご

協
力
の
た
ま
も
の
と
存
じ
、
こ
こ
に
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
今
年
は
皆
様
と
共
に
、
よ
り
よ
い
「
ま
つ
ど
の
ま
ち
づ
く
り
」
を
さ

ら
に
進
め
て
ま
い
る
た
め
、
新
し
い
時
代
の
市
民
と
行
政
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
に
基
づ
く
具
体
的
な
取
り
組
み
を
始
め
る
年
と
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

本

年
４
月

に

は

「
松

戸
市

安
全

で
快

適
な

ま
ち

づ
く
り

条
例
」

が
施

行

さ
れ
ま

す

。
こ

の
条
例

は
、

誰
も

が
安
全

で
安

心
し

て
暮

ら
せ

る
ま
ち

づ
く
り

の
た

め
に
、
「
防
犯
」
、
「
環
境

美
化
」
、
「
環

境
浄
化

」

に

つ
い
て

、
市
民

、
事

業
者

、
市

が
相
互

連
携
と

協
力

を
柱
と

し
て

、
進
め

て

い
く

も

の
で
す

。

ま
た

、
同

じ
く

４
月

に

は

、
市
内

で
四

校

目

の
大

学
と

な
り

ま
す

「
流
通

経
済
大

学

新
松

戸

キ

ャ

ン

パ
ス
」

が
開
校

い
た
し

ま

す
。
こ

の
こ

と

は

、
地
域

の
活

性

化

や
生
涯

学
習

の

推
進

に
大

い
に
期

待

が
持
た

れ

る
と
こ

ろ
で

ご
ざ

い
ま

す

。

私

は
、

厳
し

い
財

政
状

況

が
続
く

中
、
行

財
政

改
革

を
さ
ら

に

推
進
し

、
「
次

代

を
担
う
子

ど
も
た

ち

の
ふ

る

さ
と

・
緑

花
清

流

に
よ

る
松

戸

の
創
生

」

に
全
力

を

傾
注

し

て
ま

い

る
所

存

で

ご
ざ

い
ま

す

。
今
後

と
も

、
皆
様

の
変

わ
ら

ぬ
ご
理

解
と

ご
協
力

を
賜
り

ま
す

よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

本
年

が

、
明

る
く

幸
多

き
年

と

な
り

ま

す
こ

と
を

心
か

ら
祈

念
申

し
上

げ

、
年
頭

の
ご

あ

い
さ

つ

と

い
た
し

ま
す

。

年
頭

の

ご
あ
い

さ
つ

新
年
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

市
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
平
成
1
6年
の
輝
か
し
い
新
春
を
清
々
し
く
お
迎
え
の
こ
と
と
、

心
よ
り
お
喜
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
日
ご
ろ
皆
様
に
は
、
市
政
の
推
進
と
市
議
会
活
動
に
対
し
、
深
い
ご
理
解
と
温
か
い
ご
支

援
、
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
は
皇
后
陛
下
が
戸
定
歴
史
館
を
訪
問
さ
れ
、
「
現
代
か
な
書
の
最
高
峰
」
と
賞
賛
さ
れ
る
藤
岡

保
子
の
展
示
を
鑑
賞
さ
れ
ま
し
た
。
皇
后
陛
下
の
松
戸
市
へ
の
行
啓
は
初
め
て
の
こ
と
で
、
市
制
施

行
六
十
周
年
の
節
目
を
迎
え
た
松
戸
市
に
と
っ
て
は
、
こ
の
上
な
い
名
誉
な
出
来
事
で
し
た
。

さ
て
、
近
年
の
少
子
・
高
齢
化
の
進
行
、
国
際
化
・
高
度
情
報
化
の
進
展
、
市
民
意
識
の
多
様
化

と
い
っ
た
状
況
の
も
と
、
市
政
に
対
す
る
要
請
や
期
待
は
ま
す
ま
す
複
雑
・
多
岐
に
わ
た
り
、
時
代

の
変
化
へ
の
的
確
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
地
方
分
権
の
推
進
に
よ
り
、
地
方
自
治
体
は

独
自
の
個
性
や
主
体
性
を
発
揮
し
て
い
く
こ
と
が
一
層
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
本
市
に
お
い
て
は
、
昨
年
、
本
市
の
将
来
都
市
像
で
あ
る

「
い
き
い
き
し
た
市
民
の
舞
台
・
こ
こ
ち
よ
い
地
域
の
舞
台
・
風
格
の
あ
る
都

市
の
舞
台
の
あ
る
ま
ち
松
戸
」
の
実
現
に
向
け
て
、
松
戸
市
総
合
計
画
の
第
二

次
実
施
計
画
が
ス
タ
ー
ト
を
き
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

私
ど
も
市
議
会
議
員
は
、
決
意
を
新
た
に
し
、
そ
の
使
命
の
重
大
さ
を
十
分

認
識
し
、
今
日
の
社
会
情
勢
を
踏
ま
え
、
市
民
一
人
ひ
と
り
の
幸
せ
を
願
い
、

精
一
杯
努
力
し
て
ま
い
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
も
皆
様
の
変
わ
ら
ぬ
ご

支
援
、
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

年
頭
に
あ
た
り
、
市
民
の
皆
様
の
ご
繁
栄
と
ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上
げ
、

新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。



２

市
内
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
、
卓
越
し

た
技
能
を
お
持
ち
の
方

が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

そ
う

い
う
地
域

の
「
隠
れ
た
名
人
」
に
ス

ポ
ッ
ト
を
当
て
、
技
術
の
向
上
を
推
進
し

、

さ
ら
に
は
技
能
の
保
存
・
継
承
を
図

っ
て

い

こ
う
と
、
市
で
は
昨
年
、
「
松
戸
市
技
能
功
労

者
表
彰
制
度
」
を
制
定
し
、
五
十
二
人
の
方

を
表
彰
し
ま
し
た
。

今
回
、
そ
の
受

賞
者
の
方
々
を
ご
紹
介
し

ま
す
。

11月２日、市民劇場で授賞式が行われ、記念の盾が贈呈されました

技能功労者受賞 者一覧 （50音順 一敬称略）

～
わ
が
町
の
名
人
上
手

を
ご
紹
介
し
ま
す

木
の
香
た
だ
よ
う
工
務
店
に
入
る
と
、
新
町

さ
ん
は
、
翌
日

棟
上

げ
す

る
家

の
梁

（
は

り
）

の
仕
上

げ
に
余
念

が
あ
り
ま
せ

ん
。

「
十

五
歳
の

と
き

に
弟
子
入

り
し
て

か
ら
、

五
十
年
以

上
大

工

一
筋

で
す

。
徒
弟

制
度
の

最

後
の
世
代

で

す
ね

。
昔

は

、
技

は
盗

む
も
の

と

言
わ

れ
て

い
ま
し
た

。

い
ず

れ
親
方

を
越
え

る

の
が

一
番
の

お
礼
と

も
。
技

術
の
伝

承
は
大

切

な
こ

と
。
覚
え

る
の

は
時
間

も
か

か
り
ま

す
」

こ

だ
わ

っ
て
い
る
こ
と

は
あ
り

ま
す
か

。

「
集
成

材
や
接

着
剤

は
、
使

い
た

く
な

い
で

す

ね
」新

町

さ
ん
は
、
依

頼
主
の
希
望
で
も
「
で
き

な

い
も

の
は
、

で
き
な

い
」

と
断

わ
る
こ
と

が
あ

る
と
言

い
ま

す
。
技
術

と
経
験

に
裏
付
け

さ
れ

た

ゆ
る

ぎ
な
い
自
信

。
昔
風

に

「
棟
梁

（
と
う

り

ょ
う

）
」

と
呼

び
た

く
な

る
人

で
す

。

ど
ん
な
と

き
が
う

れ
し

い
で

す
か
。

「
新
町
さ

ん
に
建
て

て
も

ら

い
た

い
、
何
年

か

か

っ
て

も

い

い
か
ら

、
と
言

わ
れ

る
の
が

う
れ

し

い
で

す

ね
。
そ
ん

な
声

が
あ
る
限

り

、

い
つ

ま
で

も
現
場

に
立

つ
つ
も

り
で
す

」

建築大工・新町輝美

塗
ヽ
装
の
仕
事
で
一
番
大
切
な
の
は
、
補
修
と

仕

上
げ

の
選

択

。
も
と
の
素

材
を

ど
う

生

か
す

か
に
よ

っ
て

、
仕

上
げ

が
違

っ
て

き
ま
す
。

そ

の
見

極
め

が
腕

の
み
せ

ど
こ

ろ
で
す

。

「
塗
装

は
五
～
＋

年
ご

と
に
塗

り
替
え

を
し

ま
す

。
今

の
状
態

を
き
ち

ん
と
把
握

し
な
け

れ

ば
、
最

適
な
塗
材

が
選
べ

な

い
。
腕

の
よ

い
職

人

は

、
触

れ

ば

、
そ
の

部
分

の

『
塗

装
履

歴

』

が
わ

か
り
ま
す

」

奥

野
さ
ん

に
と

っ
て

、
塗
装

の
仕
事

の
面

白

さ
は

、
ど
ん
な
と
こ

ろ
に

あ
る
の
で
し

ょ
う

。

「
建
設

業
の
中

で
お
客

さ
ん
の

一
番
身
近

な

と
こ
ろ

に

い
る
こ

と
か
な

。
塗
り
替
え

な
ど
で

、

お
客

さ
ん
と
接

す
る
機
会

が
多

い
た
め
、

つ

い

で
に
家

の
簡
単

な
修
繕

を
引

き
受

け
る
こ

と
も

あ
り
ま

す
」

仕

事
を
す

る
上

で
、
心

が
け

て

い
る
こ

と
は

。

「

お
客

さ
ん

か
ら
信
頼

を
得

る
こ

と

。
コ

ン

ピ
ュ

ー
タ

ー
で
色

・
柄

・
模
様
な

ど
を
瞬
時

に

変
え

る
と
、
モ

ニ
タ

ー
を
見
て

い
る
お
客

さ
ん

の
顔

が
は
こ
ろ
び

ま
す

。
情
報
を
楽

し
く
伝

え

て
喜

ば
れ
た

い
」

塗装・奥野眞一

氏　名　　　　　　　　職　種　　　　在職地

相賀久夫（あいがひさお）　クリーニング　　 常盤平柳町

秋山則義（あきやまのりよし）とび　　　　　　栗ヶ沢

東　恒治（あずまつねじ）　自動車整備　　　金ヶ作

阿部文－（あべふみかず）　配管　　　　　　三矢小台

有坂啓三郎（ありさかけいざぶろう）調理　　　　　　紙敷

池田やを（いけだやを）　　和裁　　　　　　岩瀬

石井忠英（いしいただひで）パン製造　　　　松戸

岩本四郎（いわもとしろう）畳製作　　　　　金ヶ作

植草次通（うえくさつぐみち）機械加工　　　　高塚新E日

上野和茂（うえのかずしげ）畳製作　　　　　栄町

卜部　守（うらべまもる）　建築板金　　　　稔台

江幡二千六（えばたふじろう）煮物・惣菜・漬物 松戸

大場直知世（おおばなおちよ）鉄工　　　　　　金ヶ作

奥野眞一（おくのしんいち）塗装　　　　　　　中根長津町

加藤静子（かとうしずこ）　和裁　　　　　　上本郷

川俣安信（かわまたやすのぶ）クリーニング　　 稔台

久保智嗣（＜ばともじ）　　タイル張り　　　　金ヶ作

小山一孚 に やまかずたか）造園　　　　　　ニツ木

昆野泰三（こんのやすみ）　左官　　　　　　二十世紀が丘

坂本　明（さかもとあきら）さ＜井（突き井戸）五香

桜中典夫（さくらなかのりお）配管　　　　　　小金原

佐々木四郎（ささきしろう）電気工事　　　　中矢切

笹沼知光（ささぬまともみつ）防水施工　　　　常盤平双葉町

佐藤一郎（さとういちろう）製麺　　　　　　下矢切

島田正雄（しまだまさお）　造園　　　　　　　常盤平双葉町

白石宜明（しらいしよしあき）冷凍空気調和機器施工常盤平

氏　名　　　　　　　　職　種　　　　在職地

新町輝美（しんまちてるみ）建築大工　　　　根本

杉浦正弥（すぎうらまさや）写真　　　　　　　松戸

仙波与－（せんばよいち）　表装　　　　　　小金清志町

高久辰蔵（たかくたつぞう）左官　　　　　　五香

土田久好（つちだひさよし）配管　　　　　　　松戸

寺田三郎（でらださぶろう）建築大工　　　　古ケ綺

中島秀雄（なかじまひでお）ゴングリート圧送施工日暮

仲嶋義則（なかじまよしのリ）菓子製造　　　　常盤平

中村　達（なかむらとある）電気工事　　　　根本

中村　昇（なかむらのばる）理容　　　　　　　根本

野村敏夫（のむらとしお）　美容　　　　　　　下矢切

萩原　勇（はぎわらいさむ）調理　　　　　　紙敷

蓮井竜－（はすいりゅういち）タイル張り　　　　金ケ作

花岡和男（はなおかかずお）ガラス施工　　　大谷口

馬場隆治（ばばりゅうじ）　塗装　　　　　　　六高台

保永孝雄（ほながたかお）　建設機械整備　　 稔台

牧野能子（まきのよしこ）　婦人子供服製造　 圉花島

増岡良和（ますおかよしかず）建築板金　　　　　日暮

待山勝實（まちやまかつみ）かわらぶき　　　古ケ綺

松戸　武（まつどたけし）　菓子製造　　　　松戸

松丸裕和（まつまるひろかず）建築大工　　　　根木内

丸山和正（まるやまかずまさ）鉄工　　　　　　上本郷

横尾　清（よこおきよし）　とび　　　　　　　小金

横山岩男（よこやまいわお）金属プレス加工　 上本郷

吉野正一（よしのまさかず）鮮魚　　　　　　小金

吉葉喜一（よしばきいち）　建具製作　　　　上本郷

松
戸
の
「
匠
」
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の
時
代
が
来
る
と
思
っ
た
。
私

が
こ
こ
に
工
場
を
建
て
た
の
が

昭
和
三
十
五
年
。
家
の
前
の
県

道
も
一
日
十
台
程
度
車
が
通
る

だ
け
だ
っ
た
。
松
戸
に
も
修
理

工
場
が
十
一
軒
し
か
な
か
っ
た
」

そ
の
こ
ろ
と
比
べ
て
変
わ
っ

た
こ
と
は
。

「
自
動
車
の
性
能
が
よ
く
な

り
故
障
も
し
な
く
な
っ
た
。
た

だ
、
今
は
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。

昔
は
溶
接
し
た
り
削
っ
た
り
で

修
理
で
き
た
も
ん
だ
が
、
今
は

そ
っ
く
り
交
換
。
仕
事
も
自
動

車
を
持
ち
上
げ
る
リ
フ
ト
が
入

っ
て
ず
い
ぶ
ん
楽
に
な
っ
た
。

そ
れ
ま
で
は
、
寝
板
に
乗
っ
て
、

修
理
を
し
て
い
た
か
ら
」

音
を
聞
く
だ
け
で
車
の
調
子

が
分

か
っ
た
そ
う
で
す

が
、

「
今
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
検

査
で
き
て
し
ま
う
ね
」

ぼ
く
は
神
戸
の
生
ま
れ
で
。

ま
ず
、
大
阪
で
修
業
し

て
か
ら
東
京
へ
来
ま
し
た
。
英

語
を
覚
え
た
く
て
立
川
の
米
軍

基
地
内
の
店
に
い
た
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
そ
の
と
き
は
、
ア
ポ

も
な
く
飛
び
込
み
で
し
た
。
今

か
ら
思
う
と
よ
く
採
用
さ
れ
た

と
思
い
ま
す
ね
」

昭
和
4
6年
、
日
本
デ
ザ
イ
ン

協
会
オ
フ
ィ
シ
ヤ
ル
コ
ン
テ
ス

卜
で
最

優
秀
賞

を
取

り

、
二

十

五
、
六
人

の
店

の
店
長

に
な
ら

な

い
か
と

い
う
誘

い
も

あ
っ
た

そ
う
で

す
。

「
フ

ァ
ッ
シ

ョ
ン
の

流
行

は

十

五
年
周

期
の
繰

り

返
し

。
た

だ
、
最
近

七
五

三
の

と
き
な

ど

日

本
髪
の

需
要

が
増
え

た

。
若

い
美
容

師
も
日

本
髪

を
結
え

る

よ
う
に
な
っ
て
ほ
し

い
で
す
ね
」

心

が
け
て

い
る
こ
と

は
。

一
日
、
一
回
は
植
木
と
話

を
し
ろ
」

こ
れ
は
、
小
山
さ
ん
が
若
手

の
職
人
に
、
口
癖
の
よ
う
に
言

う
言
葉
で
す
。

土
地
に
は
高
低
、
陰
陽
が
あ

り
、
適
す
る
植
物
が
違
っ
て
き

ま
す
。
そ
れ
を
見
極
め
る
の
が
、

腕
の
み
せ
ど
こ
ろ
。

「
造
園
に
は
決
ま
っ
た
形
は

な
い
ん
で
す
。
あ
る
の
は
お
客

し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
、
最
近

で
は
、
ベ
ラ
ン
ダ
や
室
内
空
間

の
造
園
に
も
力
を
入
れ
て
い
る

そ
う
で
す
。

「
こ
の
仕
事
の
だ
い
ご
味
は

自
然
が
相
手
、
と
い
う
と
こ
ろ
。

雨
降
っ
て
泣
い
て
、
晴
れ
て
笑

っ
て
。
単
純
で
す
け
ど
、
こ
れ

が
私
の
人
生
で
す
」

配
り

、

つ
ぶ
れ
た
も

の
は
取

り

除

き
ま
す

。
製
品

に
な

る
に
は

二

週
間
か

か
り
、
気
温

や
混

ぜ

方

に
よ

っ
て
味

が
微

妙
に

変
わ

っ
て
し
ま

い
ま
す

。
そ
の
た

め
、

部
屋
は
空
調

が
完
備
し
て
お
り
、

「

い
わ

ば
寒
仕
込

み
」
。
休

み

が

続
く
と

き
は
、
昧

を
調
整

す
る

こ

と
も
必
要

。
松

戸
名

産
の
味

は
こ
う
し

た
職
人

の
手

で
守
ら

れ
て

い
ま

す
。

近
で

は
、

セ
メ

ン
ト
で

オ

ブ
ジ

ェ

な
ど
を

造
形
す

る
こ

と
に
力

を
入

れ
て

い
る
と

か
。

「
壁
を
塗

る
の

は
、

さ
ん
ざ

ん
や

っ
た

か
ら
（
笑

）
。
店
舗

の

装
飾
用

に

、
岩
石
の

オ
ブ

ジ
ェ

を
作

っ
た

り
。
地
層

を
モ

デ
ル

に

、
長

さ
百

メ

ー
ト

ル
ほ

ど
の

外
壁
を
作
っ
た
こ
と
も
あ
る
よ
」

そ
れ
も

確
か

な
腕

が
あ

れ
ば

こ
そ

、
で

す
。

左
官
と
は
コ
テ
を
巧
み
に

操
っ
て
建
築
物
な
ど
の

「
壁
を
塗
る
」
仕
事
で
す
。
今

日
は
住
宅
の
外
塀
を
塗
る
作

業
を
し
て
い
ま
す
。「
人
造
石

洗
い
出
し
」
と
い
わ
れ
る
技
法

で
、
こ
れ
が
で
き
る
職
人
さ

ん
は
年
々
、
少
な
く
な
っ
て

い
る
そ
う
で
す
。

左
官
の
仕
事
で
一
番
難
し

い
の
は
。

と
こ
ろ
は
。

「
ハ
サ
ミ
、
バ
リ
カ
ン
、
カ

ミ
ソ
リ
、
み
ん
な
難
し
い
。
特

に
難
し
い
の
が
、
カ
ミ
ソ
リ
の

使
い
方
。
う
ち
は
日
本
刀
を
使

っ
て

い
る
か
ら
よ
け
い
だ
ね
。

昔
は
風
船
を
使
っ
て
練
習
し
た
。

髪
型
で
は
ス
ポ
ー
ツ
刈
り
。
短

い
と
髪
の
毛
一
本
で
も
目
立
つ

か
ら
ね
。
ま
あ
、
一
生
、
勉
強

だ
と
思
っ
て
い
る
よ
」

中
村
さ
ん
は
理
髪
店
の
六
代

目

。「
髪

結
」
と
言

っ
て

い

た
江

戸
時

代
か
ら

続
く
家

柄
で

す

。
「
ち

ょ
ん
ま
げ
の

時
代

か
ら
、

ず

っ
と
こ
こ

で
店
を

開

い
て

い

る

。
今

は

、
息
子

が
継

い
で

く

れ

て

い
る
の

で

、
『
親
父

で

な

き

や
駄
目

だ
』
と

い
う
お
客

さ

ん

だ
け
や

っ
て

い
る
。
逆

に
若

い
お
客
さ

ん
か
ら

は
、『
親
父

は

松
戸
名
産
、
な
す
の
漬
物
。

そ
の
工
場
長
で
、
工
程
管

理
と
味
付
け
の
責
任
者
が
江
幡

さ
ん
で
す
。

「
作
り
方
を
簡
単
に
言
う
と
、

一
つ
は
『
こ
う
じ
も
ろ
み
』
を
作

る
こ
と
、
も
う
一
つ
が
な
す
の

加
工
で
す
。
な
す
は
、
塩
漬
け

の
な
す
を
塩
抜
き
し
て
し
ょ
う

ゆ
で
調
味
し
ま
す
。
そ
の
二
つ

を
合
わ
せ
漬
け
込
む
ん
で
す
」

牧
野
さ
ん
が
洋
裁
の
仕
事
を

す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

親
せ
き
の
や
っ
て
い
る
仕
立
屋

の
手
伝
い
を
頼
ま
れ
た
こ
と
が

き
っ
か
け
で
し
た
。
専
門
学
校

で
洋
裁
を
教
え
る
な
ど
し
た
後

に
独
立
、
自
宅
で
洋
裁
教
室
を

始
め
ま
し
た
。

「
誰
に
教
わ
っ
た
わ
け
で
も

な
い
の
で
す
が
、
中
学
生
の
こ

ろ
か
ら
、
毋
の
和
服
を
ほ
ど
い

て
妹
の
洋
服
を
作
っ
た
り

し
て
ま
し
た
。
あ
れ
こ
れ

デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
の
が
、

楽
し
か
っ
た
で
す
ね
」

と
に
か
く
、
創
意
工
夫

を
す
る
こ
と
が
好
き
と
い

う
牧
野
さ
ん
。
洋
裁
の
だ

い
ご
味
も
、
ま
さ
に
、
そ

こ
に
あ
る
そ
う
で
す
。

作
品
を
製
作
中
も
い
ろ

い
ろ
な
発
想
が
浮
か
び
、

デ
ザ
イ
ン

は
次

々
に
変

わ
っ
て

い
き

ま
す

。
そ

の

デ
ザ
イ

ン
を

十
五
年

以
上

使

っ
て

い
る
工

業

用
ミ

シ
ン

で
、
形

に
し
て

い
き

ま
す

。

「
服

を
作

っ
て

あ
げ

た

お
客

さ
ん
の

喜

ぶ
顔

を
見

る
と

、
や

り
が

い
を
感

じ
ま
す

。
技
術

が

あ
る

お
か
げ
で

、
年

を
と
っ
て

も
楽
し

く
人
生

を
送

る
こ
と

が

で

き
ま

す
ね
」

ガ
ラ
ス
に
ガ
ラ
ス
切
り
を
当

て
、
す

っ
と
引
く

と
定
規

を
当

て
た

よ
う
に
、
ま

っ
す
ぐ

切

れ
ま
す

。

「
現
場
で

は
手

が
定
規

。
こ

れ

が
職
人

の
仕
事
で

す
よ

。
こ

こ

ま
で
に

な
る
に

は
経
験

が
必

要

だ
け
ど

ね
。
最

初
の
五

年
間

は
住

み
込

み
で
た

だ
働

き
で
し

た

。
そ
の

か
わ

り
、
仕
事

は
た

た

き
こ

ま
れ
た
ね

」

つ
た
。
今
は
ペ
ア
ガ
ラ
ス
。

現
場
で
は
切
れ
な
い
か
ら
、

工
場
で
出
荷
す
る
と
き
に
切

っ
て
く
る
。
サ
イ
ズ
を
間
違

え
る
と
捨
て
る
し
か
な
い
か

ら
、
必
ず
自
分
で
寸
法
を
と

る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
れ

と
、
最
近
は
パ
テ
が
で
き
る

人
が
い
な
く
な
っ
た
。
お
か

げ
で
遠
く
か
ら
も
呼
ば
れ
る

よ
」

松戸の「匠」

技能功労者特集

造園・小山一孚

左官・高久辰蔵

理容・中村　昇

美容・野村敏夫

ガラス施工・花岡和男

洋裁・牧野能子

自動車整備・東　恒治

漬物・江幡二千六

味
付

け

の
責

任
者

と
し

て
の
苦
労

は

。

「
味
の

好
み

は
時
代

に

よ
っ
て
変

わ

り
ま
す

。
う

ち
の
特
色
は
こ
う
じ
漬
け
。

そ

の

基

本

は

は

ず

さ

ず

、

今

ま
で
の

味
を
守

り
な

が

ら
、
時
代

に

あ
っ
た
味

に

す
る
の

は
大

変
で

す
」

江

幡
さ

ん
は
か

き
混

ぜ

な

が
ら
一

つ
ず
つ

に
目
を

さ
ん
と
の
信
頼
関
係
だ
け
。

お
客
さ
ん
と
気
持
ち
が
一
致

し
て
、
い
い
庭
が
で
き
た
と

き
の
喜
び
は
何
物
に
も
か
え

が
た
い
」

た
だ
、
一
時
の
地
価
高
騰

の
せ
い
も
あ
っ
て
、
狭
い
宅

地
が
増
え
て
お
り
、
庭
を
作

る
家
が
減
っ
て
い
る
と
の
こ

と
。
若
手
の
職
人
に
造
形
の

楽
し
み
を
教
え
る
こ
と
が
難

「
地
域
に
密
着
す
る
こ
と

で
す
。
若
い
夫
婦
で
松
戸
に

初
め
て
住
む
よ
う
に
な
っ
た

人
な
ど
は
、
地
元
と
の
接
点

が
あ
り
ま
せ
ん
。
老
人
で
一

人
暮
ら
し
の
場
合
、
話
し
相

手
が
い
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
ば
く
の
店
で
、
若
い
人

に
地
域
の
話
を
し
た
り
、
お

年
寄
り
の
相
手
が
で
き
れ
ば

と
思
い
ま
す
」

東
さ
ん
は
大
正
生
ま
れ
。

受
賞
者
の
中
の
最
高
齢

者
で
す
。
今
で
も
、
毎
日
必

ず
工
場
に
顔
を
出
し
て
い
ま

す
が
、「
実
際
に
作
業
を
し
て

い
た
の
は
七
十
歳
く
ら
い
ま

で
だ
っ
た
か
な
」

な
ぜ
整
備
士
に
な
ろ
う
と

思
っ
た
の
で
す
か
。

「
手
に
職
を
、
と
考
え
た

と
き
、
こ
れ
か
ら
は
自
動
車

職
人
と
し

て
こ
だ

わ
っ
て

い

る
こ

と
は
何

で
す
か

。

「
と
に

か
く
仕
事

だ
け
は
納

得

い
く
ま
で

や
る

。
例
え

、
損

を
し
て

で

も
ね
。
時
間

に
な

っ

た

か
ら
お
し

ま

い
、
で

は
職
人

じ

ゃ
な

い
。
だ

か
ら
一
本
気
の

人

に
向

い
て

い
る
」

昔
と
違
う
こ

と
は

。

「
昔
は

、
現
場
で

窓
の
大

き

さ

に
合

わ
せ
て

、
ガ
ラ

ス
を
切

も
う
い
い
よ
』
な
ん
て
ね
」

小
さ
い
と
き
か
ら
理
容
師

に
な
り
た
か
っ
た
の
で
す
か
。

「
兄
が
継
ぐ
も
の
と
思
っ

て
い
た
。
兄
が
戦
争
で
亡
く

な
り
、
戦
争
か
ら
帰
っ
て
か

ら
親
父
の
顔
を
見
た
ら
、
継

ぐ
し
か
な
い
か
な
と
。
で
も

見
よ
う
見
ま
ね
で
で
き
る
も

ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
」

理
容
師
の
仕
事
で
難
し
い

「
平
ら
に
塗
る
こ
と
。
単

純
な
だ
け
に
ご
ま
か
し
が
き

か
な
い
。
き
ち
ん
と
塗
れ
る

よ
う
に
な
る
に
は
、
＋
年
か

か
る
ね
」

福
島
県
か
ら
上
京
し
て
き

て
、「
手
に
職
を
つ
け
よ
う
」

と
知
り
合
い
の
左
官
屋
に
弟

子
入
り
し
た
の
が
、
十
五
歳

の
と
き
。
以
来
、
左
官
一
筋

で
や
っ
て
き
ま
し
た
が
、
最



４

住
宅
街
の
中
に
あ
る
神
社
の

集
会
所

で

、
池
田

さ
ん
は

和

裁
を

教
え

て

い
ま
す

。
皆
で

お
し

ゃ
べ
り
し

な
が
ら
寸

法
を

と

っ
た

り

、
布

を

裁

っ

た
り

、

合
間
に
池

田

さ
ん
の
ア

ド

バ
イ

ス
が
入
り

ま
す

。

和
裁

を
始

め
た
の
は

、

い
く

つ
く
ら

い
か
ら
で

す
か
。

「
二
十
歳

く
ら

い
。
や
が
て

、

教

え
な

が
ら
呉
服
屋

の
注
文

を

受

け

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

」

和

服

の

良

い

と

こ

ろ

は

再

生

が

き

く

こ

と

。

親

か

ら

子

へ

と

代

々

、
着

る

こ

と

も

で

き

ま

す

。

和

裁

を

し

て

い
て

良

か

っ

た

な

と

思

う

と

き

は

。

「
自

分

が

仕

立

て

た

着

物

を

、

お

客

さ

ん

が

着

て

、

見

せ

に

き

て

く

れ

る

時

で

す

ね

。
私

の

仕

立

て

は

え

り

に

特

徴

が

あ

っ

て

、

古

く

な

る

と

、

え

り

だ

け

直

し

て

、

と

頼

ま

れ

る

こ

と

も

。

大

事

に

着

て

も

ら

っ

て

い
る
と

、
う
れ

し
く

な

り
ま

す
」

先

生

の

着

物

は

本

当

に

着

や

す

い

の
よ

、
と

生

徒

さ

ん

。

そ

の

秘

け

つ

は

。

「
と

に

か

く

基

礎

を

き

ち

ん

と

習

っ

て

お

け

ば

、

何

で

も

で

き

ま

す

。

あ

と

は

、

手

間

を

惜

し

ま

ず

、

愛

情

を

か

け

る

こ

と

」

作
業
台
に
紙
を
置
い
て
の
り

付

け
し
、
ふ
す
ま
に
張

る
。

も

の
の
二

、
三
分

で

一
枚

が
終

わ
り

。
手
練

の
早
業
で
す

。

「
親
が
半

分
農
業

を
や
り

な

が
ら
表
具
師
を
し
て

い
た
の
で

、

そ
の
縁
で
本

郷
に

あ
る
表
装
店

に
弟
子
入

り
し
ま
し

た
。
厳
し

い
親
方
で

、
二
週
間
辛

抱
で

き

る
弟
子

が

い
な

い
く

ら

い
で
し

た
。
そ
こ

に
七
年

い
ま
し
た
が

、

表装・仙波与－

お
店
を
訪
ね
た
と
き
は
、

仕

事

の
真
っ
最
中

。

ズ

ボ
ン
の

プ
レ

ス
、

ワ
イ
シ

ャ

ツ

の
ア
イ

ロ
ン

が
け

と
忙
し

そ
う

で
す

。

「
こ

の
店

を
始
め
て

か
ら

か
れ
こ

れ
四
十

年
に
な

り
ま

す
。
始
め

た
頃
は

ザ
ラ

板
（
洗

濯
板
）

の
世
界

。
ド
ラ

イ
は

外
注
に
出

し
て

い
ま
し

た
」

ク
リ

ー
ニ
ン

グ
で

大
事

な

こ
と

は

。

殴

ら
れ
、
殴

ら
れ
仕
事

を
覚
え

知

事
賞
を
も

ら
え
る
よ

う
に
な

り
ま
し
た

。
今

は
こ

ん
な
教
え

方

は
無
理
で

し
ょ
う
」

昔
と
違
う
こ

と
は
。

「
今

は
機

械
化

が
進

ん

で

、

腕
の

良
し
悪

し
が
関
係

な
く

な

っ
て

い
ま

す
。
で
も

、
出
来
上

が

り
は
同
じ
よ
う
に
見
え
て

も
、

安

い
掛
け
軸

な
ど
は
機

械
で
張

る
か
ら
直
し

が
き

か
な

い
。
今

、

職
人

が
存
分

に
腕
を

振

る
え

る
と

し
た

ら
、
美
術

品
の

修

復
く

ら

い
か
な
。
で

も

、
若

い
者
に
も
言
っ
て

い
ま
す
が
、

一
生

懸
命
仕

事
を

す
る
姿

は

お
客

に
も
伝

わ
り

ま
す

。
そ

れ

に
、
ご

ま
か
し
の

仕
事

は

五
年

経
っ

た
ら
分

か
る

。
だ

か
ら
、
手
抜

き
の
仕

事
は

し

な

い
。
そ
の

姿
勢

は
昔
も
今

も
同

じ
で
す
よ

ね
」

クリーニング・川俣安信

散
し
て
い
る
だ
け
で
、
本
当
は

汚
れ
が
落
ち
て
な
い
場
合
も
あ

り
ま
す
。
い
い
仕
事
を
す
る
に

は
手
間
を
か
け
な
い
と
。
お
客

さ
ん
に
信
頼
さ
れ
て
い
る
と
、

い
い
か
げ
ん
な
仕
事
は
で
き
ま

せ
ん
。
気
を
付
け
て
い
る
こ
と

は
し
み
抜
き
で
す
ね
。
お
客
さ

ん
が
気
が
付
か
な
い
し
み
に
も

注
意
し
、
一
点
一
点
、
手
作
業

で
抜
い
て
い
ま
す
」

工
場
の
ガ
ラ
ス
戸
を
開
け

る
と

、
焼
き

立
て

の

パ

ン
の
甘

い
香
り

が
鼻
孔

を
く

す
ぐ
り
ま

す
。

パ
ン
屋

に

な
っ
て

よ
か

っ

た
と
思
う
こ

と
は
。

「
大
手

は
ラ

イ
ン
に
乗

ら

な

い
仕
事

は
し
な

い
。
で

も
、

う
ち
は
学

校
に

パ
ン
を

納
め

て

い
ま

す
。
児
童

の
中

に
は

塩
分
を

制
限
さ

れ
て

い
る
子

も
い
ま
す
。
そ
の
子
に
無
塩
パ

ン
を
届
け
る
の
が
自
分
の
役
目

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
小
学
校

か
ら
「
も
う
い
り
ま
せ
ん
」
と

言
わ
れ
て
「
あ
れ
っ
」
と
思
っ

て
い
る
と
、
中
学
校
か
ら
注
文

が
き
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
子
ど

も
の
成
長
が
分
か
っ
た
気
が
し

て
う
れ
し
く
な
り
ま
す
ね
。
お

い
し
さ
と
楽
し
さ
プ
ラ
ス
食
の

安
全
。
今
年
か
ら
原
料
を
内
麦

佐
藤
さ
ん
の
工
場
を
訪
ね
た

と

き
は
、
も
う

機
械

は
き

れ
い
に
掃
除
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

「
朝
５

時
か
ら
仕

事
が
始

ま

り
ま
す

。
戦
後
す
ぐ

、
父
が
こ

こ

で
製
麺

業
を
始

め
、
そ
の
後

を
引

き
継

ぎ
ま
し
た

。
小

学
生

の

と
き

か

ら
手

伝

い
始

め

て

、

ず

っ
と
こ
の
仕

事
一
筋
で

す
」

終

戦
直
後

は
、
材

料

の
確
保

が
大

変
だ

っ
た
の
で

は
。

「

そ

う

聞

い
て

い
ま

す

。

幸

い
、
材
料

を
分

け
て

く

れ

る
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
」

そ
の
こ

ろ

の
エ

ピ
ソ

ー
ド

を

聞
か
せ
て

く
だ

さ
い
。

「
昭
和
3
0年
代

は

ま
だ
設

備

が
な

い
の
で

、
製

造
が

追

い
付

か
な

い
。
う
ち

は
八
百

屋
や

乾
物

屋
に
卸

し
て

い
た

ん
で

す
が

、

お
客

さ

ん
が

鍋

を
持

っ
て

店
の

前
で
配

達

を

パン製造・石井忠英

待
っ
て

い
る

。
打
ち
た
て

を
持

っ
て

い
く
と
飛

ぶ
よ

う
に
売

れ

ま
し
た

」

学
校
給
食

に
も

納
品

し

て

い

る
と

聞
き
ま

し
た

。

「
一
校
で
も

注
文

が
あ
れ
ば

、

そ
の

分
は
朝
打

ち
ま

す
。
少

な

い
と

き
は
二
十

キ
ロ
の

注
文
で

す

が

、
そ

れ

を
こ

な
す

の

が

、

地
場

産
業
の
良

さ
だ

と
思

い
ま

す

か
ら
」

製麺・佐藤一郎

写
真
ス
タ
ジ
オ
を
開
い
て
い

る

杉
浦

さ
ん

。
店

に
は

ご

白
慢

の
蛇

腹
式

の
大
判

カ
メ

ラ

が
。商

売
と

は

い
え

、
す

ご

い
カ

メ
ラ

で
す
ね

。

「
こ

れ
は

ア
ン
ソ

ニ

ー
社

製

。

仕

事
柄

、
集

合

写

真

が
多

い
。

手
前
の
人

か
ら
奥
の
人

ま

で
ピ

ン
ト

を
合

わ
せ
る

に
は

、
蛇
腹

で
な

い
と

ね
」

粉
に
変
え

ま
し
た

。
地
産
地
消

と

い
い
ま
す
が

、
う
ち
は
千
葉

の
千
を
と
っ
て
干

産
千
消
で
す
」

動

物

の
形

を
し

た
パ
ン
を
作

る
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
す
ね
。

「
手
間

暇

か
け
れ
ば
何
で

も

で

き
ま

す
が

、
二
、
三
ヵ
所
の

切

れ
目

や
ひ
ね

り
で
形

に

す
る

ん
で
す

か
ら
結
構

難
し

い
。
で

も
、
子

ど
も
の
喜

ぶ
顔
を

想
像

す
る
と
ね
」

板
金
を
匸
言
で
言
う
と
。

「
金
属
を
『
延
ば
す
』
こ
と

と
『
縮
め
る
』
こ
と
。
私
ら
は

『
絞
る
』
と
言
っ
て
い
る
け
ど

ね
。
一
枚
の
金
属
板
を
た
た
い

で
、
絞
っ
て
形
に
す
る
。
そ
う

や
っ
て
作
っ
た
も
の
で
、
水
を

防
ぐ
。
た
と
え
ば
雨
ど
い
や
水

切
り
。
今
は
簡
単
に
接
着
剤
で

防
水
し
て
し
ま
う
。
雨
ど
い
も

近
ご
ろ
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の

体
で
覚
え

る
し

か
な

い
。
で
き

な

い
人

は
何
年

か
か
っ
で

も
で

き
な

い
。
間
違

っ
て
た

た

い
で

も
や
り
直

せ
な

い
し

ね
」

増

岡
さ

ん
は
、
趣

味
で
家
紋

を
浮

き
彫
り

に
し
た

レ
リ

ー
フ

を
作

っ
て
い
ま
す
。

そ

れ
は
、

ど
う
す

る
ん
で

す

か

。「
お
客
さ

ん
に
あ
げ

る

。
と

て
も
喜

ば
れ
る
よ
」

も
の

が
多

い
。
銅
板

だ
と
値

段

が
張

る
か
ら
ね
」

仕

事
は

い
つ

ご
ろ
か
ら
始

め
ら

れ
た
ん
で
す
か

。

「
小

学
生
の

と

き
か
ら
親

父

の

後
を
付

い
て
ま

わ
っ
で

い
た

。
門

前

の
小

僧

だ
ね

。

一
人
前

に
な
る
に

は
、
ま
ず
、

平

ら

な
板
を

た
た

い
で

絞

つ

で

球
形

に
で

き
な
け

り
ゃ
な

ら
な

い
。
そ
の

力
の
加

減
は

「
マ
ル
秘
だ
け
ど
特
別
に
教

え
る
と
、
本
人
は
今
の
自
分
の

顔
が
分
か
ら
ず
、
記
憶
に
あ
る

の
は
五
年
前
の
顔
。
だ
か
ら
、

し
わ
の
数
を
減
ら
す
」

杉
浦
さ
ん
は
卒
業
ア
ル
バ
ム

の
写
真
撮
影
も
頼
ま
れ
ま
す
。

そ
の
数
三
十
校
以
上
と
言
い
ま

す
か
ら
、
あ
な
た
の
ア
ル
バ
ム

の
写
真
、
杉
浦
さ
ん
が
撮
影
し

た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

撮
影

の
と

き
、
ど

ん
な
こ

と
を
思

い
な
が
ら

シ

ヤ
ッ
タ

ー
を
切
り

ま
す
か

。

「
年

を
と

っ
て

見
返

し
た

と
き

、『
い

い
な
』
と
思
え

る

写
真
を
残

し
た

い
。
最
近

の

人

は
写

真
の
色

あ
せ
を
気

に

し
な

い
人

も

い
る
け
ど

、
や

は
り
写

真
は

い
つ
ま
で

も
そ

の
ま
ま
の

色
で
な

い
と
」

記
念
写

真
の
コ

ツ
を
。

写真 ・杉浦正弥

建築板金 ・増岡良和

取

材
を
終

え
て

時
間

の
制
約
も
あ
り
、
受
賞
さ
れ
た
方
す
べ
て
に
お
話
を
伺

う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
す
。

取
材
し
た
印
象
を

匸
言
で
言
え

ば
、
皆
さ
ん
、
ご
く
平
凡
な

方

ば
か
り

で
し
た

。
顧
客

の
こ
と
を
第
一
に
考
え

、
奇
を
て
ら

う
こ
と
な
く
、
誠
実
に
仕
事
を
す
る
。
何
人

か
の
方
か
ら
は
「
ま

た
あ
な
た
に
お
願

い
し
た

い
、
と
言

わ
れ
る
こ
と

が
一
番
の
喜

び
」
と

い
う
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
そ
う

い
う

親
の
姿
を
見
て
、

大
変
さ
を
承
知
の
う
え
で
、
多
く
の
方

の
子

ど
も
が
親
の
仕
事

を
継

ご
う
と
同
じ
職
場
で
働

い
て

い
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
前
な
ら
隣
に
住
ん
で
い
た
、
そ
ん
な
、
市
井
の
職

人
た
ち

。
私
た
ち
の
日
常
生
活
は
、
そ
う

い
っ
た
方
た
ち
に
支

え

ら
れ
て
き
ま
し
た
。

「
技
術
立
国

を
支
え

て

き
た

技
術
者
が
い
な
く
な
っ
た
。
プ

ロ
意
識
を
持
っ
た
職
人
が
い
な

く
な
っ
た
」
と
言
わ
れ
ま
す
。

幸
い
、
松
戸
に
は
ま
だ
、
こ
の

よ
う
な
方
た
ち
が
健
在
で
す
。

そ
の
こ
と
を
誇
り
に
思
い
、
そ

の
技
術
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。

受賞者に贈呈さ れた盾

技能功労者特集

和裁・池田やを松戸の「匠」

「
水

、
水
の
温

度
、
せ

っ
け

ん
。
ど

れ
が
欠

け
て

も
駄
目

で

す

。
あ
る
程
度

高
温

の
水
で

な

い
と
汚

れ
は
落

ち
な

い
し

、
高

温
に
も
対

応
で

き
る
せ
っ

け
ん

は
高

い
。
そ

れ
と
、
ド
ラ

イ
の

場
合

、
溶
剤
の

ろ
過

が

き
ち
ん

と
で

き
て

い
る
か
ど
う

か
。
汚

れ
た

ま
ま
の
溶

剤
で
は

、
一
見

き

れ
い
に
見
え
て

も
汚

れ
が
拡
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戸定か丘歴史公園の松雲亭で（左から、松戸さん、宮下さん、川井市長、仲嶋さん、藤木さん）

和
菓
子
の
魅
カ
、

職
人
の
世
界

父
の
背
中
を
見
て
、
和
菓
子
職
人
の
道
へ

市
長
　

皆
さ
ん
、
明
け
ま
し
て
お

め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
回
は
和
菓
子
職
人
の
家
に
生

ま
れ
、
そ
の
後
を
継
ご
う
と
頑
張

っ
て
お
ら
れ
る
、
四
人
の
若
手
職

人
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。

昨
年
、
本
市
で
技
能
功
労
者
を

表
彰
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
中
に
、

皆
さ
ん
の
先
輩
で
あ
る
和
菓
子
職

人

が
二
人
お
ら
れ
ま
し
た
。

和
菓
子
の
魅
力
、
そ
し
て
職
人

の
世
界
を
ご
紹
介
で
き
れ
ば
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

さ
て
、
皆
さ
ん
は
い
ず
れ
も
、

市
内
で
先
代
、
先
々
代
か
ら
店
を

構
え
て
和
菓
子
を
作
っ
て

い
ら
っ

し

ゃ
い
ま
す
が
、
家
業
を
継
ご
う

と
思
わ
れ
た
の
は
い
く
つ
く
ら
い

の
と
き
で
し
ょ
う
か
。
実
際
に
や

っ
て
み
よ
う
と
い
う
決
意
を
し
た

動
機
な
ど
、
お
話
し
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
。

宮
下
　
私
は
、
最
初
コ
ッ
ク
に
な

り
ま
し
た
。
親
と
違
う
こ
と
を
や

っ
て
み
た
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

で
も
、
結
局
は
親
父
の
背
中
を

見
て
い
て
…
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ

と
格
好
よ
す
ぎ
ま
す
け
ど
、
そ
う

い
う
気
持
ち
が
あ
っ
て
、
二
十
歳

を
過
ぎ
て
、
和
菓
子
職
人
に
な
ろ

う
と
思
い
ま
し
た
。

市
長
　
継
ぐ
と
決
め
た
と
き
、
ご

両
親
の
反
応
は
、
い
か
が
で
し
た

か
。

宮
下
　
う
れ
し
い
の
と
、
そ
う
で

な
い
の
と
半
々
だ
っ
た
み
た
い
で

す
ね
。
親
が
初
代
で
す
か
ら
、
自

分
で
終
わ
り
た
く
な
い
と
い
う
思

い
は
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

市
長
　
宮
下
さ
ん
の
と
こ
ろ
は
弟

さ
ん
も
い
っ
し
ょ
に
仕
事
を
さ
れ

て
ま
す
よ
ね
。

宮
下
　
弟
は
高
校
生
く
ら
い
の
と

き
か
ら
和
菓
子
職
人
に
な
る
つ
も

り
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
私
か
外
に

出
て
し
ま
っ
た
の
で
、
「
俺
（
お

れ
）
が
や
る
」
と
い
う
気
持
ち
が

あ
っ
た
み
た
い
で
。

市
長
　
兄
弟
で
ラ
イ
バ
ル
と
い
う

の
も
い
い
で
す
ね
。

藤
木
　
自
分
は
Ｉ
人
っ
子
た
っ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
自
然
に
「
継
ぐ

こ
と
に
な
る
」
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
環
境
が
大
き
か
っ
た
で
す
。

ま
た
、
よ
そ
で
修
行
し
て
家
に

帰
っ
て
き
て
分
か
っ
た
こ
と
な
ん

で
す
け
ど
、
や
は
り
父
を
尊
敬
し

て
い
る
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
。

仕
事
の
こ
と
な
ど
、
何
で
も
素
直

に
言
う
こ
と
を
聞
い
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
い
つ
も
尊

敬
し
て
い
ま
す
ね
。

市
長
　
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
和
菓

子
作
り
に
興
味
は
あ
っ
た
？

藤
木
　
手
伝
う
こ
と
は
当
り
前
で

し
た
。

仲
嶋
　

私
の
場
合
、
意
識
し
た
の

は
中
学
卒
業
く
ら
い
で
す
。
親
父

に
「
和
菓
子
の
世
界
は
、
十
代
か

ら
二
十
代
初
め
ま
で
に
修
業
し
な

き
ゃ
だ
め
だ
」
と
言
わ
れ
ま
し
て
。

私
よ
り
前
の
世
代
は
、
中
学
を
出

て
す
ぐ
、
修
行
に
行
く
人
が
多
か

っ
た
そ
う
で
す
。

そ
う

い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
高

校
に
入
る
時
か
ら
、
次
は
和
菓
子

の
専
門
学
校
に
行
く
つ
も
り
で

い

ま
し
た
。
二
年
間
学
校
に
通
い
、

こ
の
世
界
に
入
り
ま
し
た
。

今
は
修
行
中
で
す
が
、
一
番
気

を
使
う
の
が
親
父
と
仕
事
を
し
て

い
る
時
で
す
。
誰
よ
り
も
厳
し

い
。

「
店
を
継
げ
」
と

い
う
こ
と
を

二
言

も
言
わ
な
い
ん
で
す
。
中
途
半
端

に
仕
事
す
る
ん
だ
っ
た
ら
継
が
な

く
て
い
い
、
自
分
の
代
で
閉
め
て

も
い
い
か
ら
と
。
あ
る
程
度
修
業

し
て
物
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
ほ
か

の
こ
と
を
し
た
方
が
い
い
と
ま
で

出席者

宮 下　 年 秀 さん

(二葉屋二代目)

藤 木　 信 夫 さん

(竹和二代目)

仲 嶋　 真 輝 さん

(青柳二代目)

松 戸　 栄 二 さん

(栄泉堂岡松四代目)

市長　 川 井　 敏 久

言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
こ
と
を

言
う
の
な
ら
、
別
に
継
が
な
く
て

も
い
い
か
な
と
も
思
っ
た
ん
で
す

け
ど
（
笑
）
。

で
も
、
藤
木
さ
ん
と
一
緒
で
、

や
は
り
親
父
の
こ
と
を
尊
敬
し
て

い
る
と
い
う
の
も
あ
っ
て
、
和
菓

子
職
人
の
道
を
選
び
ま
し
た
。

市
長
　

和
菓
子
職
人
の
場
合
、
よ

そ
の
店
に
行
っ
て
何
年
聞
か
修
行

し
、
実
家
の
店
に
戻
る
人
が
多
い

よ
う
だ
け
れ
ど
も
。

仲
嶋
　

私
は
ま
だ
外
に
出
て
い
ま

す
。
今
年
で
十
二
年
く
ら
い
に
な

り
ま
す
け
ど
、
う
ち
の
親
父
が
…
。

市
長
　

入
れ
て
く
れ
な
い
？

仲
嶋
　

ま
だ
ま
だ
元
気
な
の
で
。

別
に
帰

っ
て
こ
な
く
て
も
い
い
っ

て
言
わ
れ
た
り
し
ま
す
（
笑
）
。

市
長
　

内
心
、
楽
し
み
に
し
て
い

る
ん
だ
よ
。

松
戸
　
私
に
は
兄
が
い
る
ん
で
す

が
、
そ
の
兄
が
大
学
進
学
の
際
に

「
家
業
を
継
が
な
い
」
と
言
っ
た

こ
と
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
意
識
し
始

め
ま
し
た
。
兄
が
大
学
生
の
と
き

に
「
本
当
に
継
が
な
い
の
」
と
聞

い
た
ら
「
継
が
な
い
」
と
言
っ
た

ん
で
、
と
り
あ
え
ず
製
菓
学
校
に

入
学
し
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
も
ま

だ
、
家
を
継
ぐ
こ
と
は
考
え
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。

学
校
で
二
年
間
過
ご
し
て
、
い

い
仲
間
が
で
き
て
。
一
緒
に
馬
鹿

や
り
な
が
ら
勉
強
し
て
い
る
う
ち

に
、
ち
ょ
っ
と
継
ご
う
か
な
っ
て

い
う
気
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
卒

業
し
て
就
職
し
、
仕
事
の
後
、
先

輩
と
お
酒
を
飲
み
な
が
ら
和
菓
子

の
話
を
し
た
り
し
て
。
結
局
、
気

が
つ
い
た
ら
、
家
に
入
っ
て
親
父

と
一
緒
に
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
ま
し
た
。

市
長
　

お
父
さ
ん
の
反
応
は
ど
う

で
し
た
か
。
兄
が
継
が
な
い
と
な

っ
た
ら
、
弟
に
か
け
よ
う
と
思
っ

だ
の
か
な
。

松
戸
　

親
父

が
私
に
「
継
げ
」
と
言

っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
で
す
ね
。

後
で
聞
く
と
、
自
分
の
代
で
、

も
う
店
を
閉
め
る
つ
も
り
で
い
た

ら
し
い
で
す
。
結
局
、
私
か
継
ぐ

っ
て
言
っ
た
と
き
に
は
、
両
親
と

も
、
う
れ
し

い
と
い
う
よ
り
ビ
ッ

ク
リ
し
て
ま
し
た
。

市
長
　

皆
さ
ん
の
お
話
を
伺
っ
て

い
る
と
、「
継
い
で
く
れ
」
つ
て
言

っ
た
お
父
さ
ん
、
一
人
も
い
な
か

っ
た
ん
で
す
ね
。

親
で
あ
る
前
に
、
職
人
と
し
て

の
厳
し
さ
が
あ
り
ま
す
ね
。
中
途

半
端
な
気
持
ち
だ
っ
た
ら
ご
め
ん

だ
よ
っ
て
い
う
。
職
人
の
こ
だ
わ

り
と

い
う
か
、
誇
り
を
感
じ
ま
す

ね
。

新
春
座
談
会
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父
が
来
た
道
、
自
分
が
行
く
道

市
長
　
実
際
に
お
父
さ
ん
の
仕
事

を
継
い
で
、
思
っ
た
以
上
に
大
変

な
こ
と
も
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
思
う
ん
で
す
ね
。
継
ぐ
前
に
は

見
え
な
か
っ
た
も
の
と
か
。

そ
う
い
う
も
の
を
踏
ま
え
て
、

家
業
を
継
ぐ
と
い
う
こ
と
を
、
ど

う
感
じ
て
い
ら
っ
し
や
る
の
で
し

ょ
う
か
。

ま
た
、
一
緒
に
仕
事
を
し
て
き

て
、
お
父
さ
ん
か
ら
学
ん
だ
こ
と

な
ど
、
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

宮
下
　

ま
ず
、「
大
変
だ
な
」
と
い

う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
私
の
場
合
、

違
う
仕
事
を
し
て

い
た
関
係
も
あ

り
ま
す
け
ど
。

そ
れ
ま
で
は
結
構
、
親
父
に
反

発
し
て
い
る
部
分
も
あ
っ
た
の
で

す
が
、
手

の
早
さ
と
か
技
術
的
な

こ
と
も
含
め
て
、
一
目
置
く
と
い

う
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
ね
。

藤
木
　

僕
は
、
小
さ
い
こ
ろ
か
ら

父
に
、「
自
分
は
田
舎
か
ら
出
て
き

て
、
こ
れ
だ
け
や
っ
た
」
と
い
う

こ
と
を
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
。
何

事
で
も
始
め
る
、
立
ち
上
げ
る
人

は
大
変
で
、
二
代
目
は
「
ぼ
ん
ぼ

ん
」
　つ
て
よ
く
言
わ
れ
て
。
そ
う

い
う
と
こ
ろ
に
結
構
、
反
発
が
あ

っ
た
ん
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
修
業
に
入
っ
て
、

自
分
は
生
意
気
な
こ
と
を
言
っ
て

き
た
け
ど
、
い
ざ
や
っ
て
み
る
と

で
き
な
い
な
と
感
じ
た
と
き
に
、

や
は
り
両
親
を
尊
敬
し
ま
し
た
。

そ
れ
と
、
自
分
の
考
え
の
甘

い

と
こ
ろ
が
よ
く
分
か
っ
た
。
例
え

ば
修
業
中
と
か
、
つ
ら
い
こ
と
が

あ
っ
て
も
、
自
分
に
は
帰
る
と
こ

ろ
が
あ
る
と
い
う
甘
え
た
気
持
ち

が
あ
る
な
っ
て
。

親
も
い
な
く
て
、
一
人
で
田
舎

か
ら
出
て
来
て
店
を
持
つ
ま
で
に

な
る
と
い
う
の
は
、
非
常
に
強

い

意
志

が
な
い
と
だ
め
だ
な
と
。
親

の
あ
り
が
た
み
は
、
本
当
に
い
な

く
な
ら
な
い
と
分
か
ら
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
。

市
長

「
創
業
は
易
く
、
守
成
は
難

し
」
と

い
う
故
事
が
あ
り
ま
す
が
、

家
業
を
引
き
継
ぎ
、
安
定
し
た
商

売
を
続
け
て
い
く
苦
労
も
並
大
抵

で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
大
変
な
努

力
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

仲
嶋
　
今
、
藤
木
さ
ん
が
言
わ
れ

た
よ
う
に
、
勉
強
会
に
行
く
と
初

代
の
方
と
私
た
ち
み
た
い
な
二
代

目
、
三
代
目
と
必
ず
そ
こ
で
意
見

が
食
い
違
う
ん
で
す
よ
ね
。

創
業
者
は
、
俺
が
一
代
で
や
っ

子どもカちの世付が安心して食べられる

和菓子を、作り殺げていきたい

出席者の皆さん

に、お正月にちな

んだ作品をお持ち

いただきました。

「松竹梅」と、宮

中歌会始のお題

「幸」を題材にし

たものです。

「
梅

」
　

宮
下
年
秀
　
作

た
ん
だ
か
ら
好
き
に
や
っ
て
、
つ

ぶ
し
た
っ
て
い
い
ん
だ
と
言
う
ん

で
す
け
ど
、
こ
っ
ち
は
そ
う
は
い

か
な
い
。
ま
あ
、
勝
ち
負
け
を
つ

け
る
話
じ
ゃ
な
い
ん
で
、
途
中
で

終
わ
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
（
笑
）
。

一
番
つ
ら
か
っ
た
の
は
専
門
学

校
を
出
て
、
最
初
に
修
業
に
出
さ

れ
た
と
き
で
す
。
あ
る
程
度
「
で

き
て
い
る
」
と
い
う
気
持
ち
だ
っ

た
の
が
、
実
務
と
学
校
で
や
っ
て

た
こ
と
の
開
き
が
も
の
す
ご
く
大

き
く
て
。
俺
た
ち
が
や
っ
て
い
た

の
は
こ
ん
な
も
の
だ
っ
た
の
か
と

思

い
知
ら
さ
れ
る
ん
で
す
。
学
校

だ
と

Ｉ
、
二
個
作
れ
ば
い
い
の
が
、

実
務
だ
と
千
個
、
二
千
個
と
か
。

例
え

ば
、
３
月
に
桜
も
ち
を
焼

く
ん
で
す
が
、
３
月
２
日
は
前
の

日
か
ら
朝
６
時
く
ら

い
ま
で
仕
事

し
て
、
三
時
間
く
ら

い
寝
て
ま
た

仕
事
、
と
い
う
感
じ
で
、
こ
ん
な

こ
と
ま
で
し
な
い
と

い
け
な
い
の

か
っ
て
思

い
な
が
ら
、
修
業
し
て

い
た
と
き
も
あ
り
ま
し
た
。

う
ち
の
親
父
は
東
北
の
田
舎
か

ら
出
て
き
た
、
た
た
き
上
げ
で
、

作
る
こ
と
に
関
し
て
だ
け
は
厳
し

い
で
す
ね
。
特
に
茶
席
の
お
菓
子

な
ど
、
も
の
す
ご
く
厳
し
い
で
す
。

注
文
の
時
間
に
合
わ
せ
て
、
真
夜

中
で
も
作
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
店
も
売
れ
な
い
と
商
売

に
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
「
作

る
こ

と
」
と
「
売
る
こ
と
」
の
バ
ラ
ン

ス
が
難
し
い
で
す
ね
。
腕
と
か
技

術
を
も
う
一
度
見
直
し
て
い
き
な

が
ら
、
い
い
も
の
と
売
れ
る
も
の

の
両
立
が
で
き
れ
ば
、
と
思
う
ん

で
す
け
ど
、
な
か
な
か
難
し

い
で

す
。

市
長
　

お
話
を
伺
っ
て
い
て
、
仲

嶋
さ
ん
は
お
父
さ
ん
の
厳
し
さ
を

自
然
に
身
に
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な

感
じ
を
受
け
ま
し
た
。藤木　信夫さん

仲
嶋
　

い
え
、
仕
事
を
し
て
て
も
、

終
わ
る
と
必
ず
「
ま
だ
ま
だ
だ
な
」

つ
て
（
笑
）
。

松
戸
　

皆
さ
ん
い
ろ
い
ろ
な
話
を

さ
れ
た
の
で
、
何
を
話
そ
う
か
困

っ
て

い
る
の
で
す
が
（
笑
）
。

私
は
接
客
が
あ
ま
り
得
意
じ
ゃ

な
く
て
、
そ
の
こ
と
を
親
父
に
こ

ぼ
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
そ

の
と
き
に
怒
ら
れ
た
と
い
う
か
、

馬
鹿
に
さ
れ
た
ん
で
す
よ
ね
。
お

前
、
そ
ん
な
こ
と
も
で
き
な
い
ん

で
ど
う
す
る
ん
だ
っ
て
。
親
父
が

言
う
に
は
、「
俺
た
ち
は
職
人
だ
け

ど
、
職
人
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
あ
く

ま
で
も
商
売
や
っ
て
る
商
人
な
ん

だ
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
ち

ゃ
い
け
な
い
よ
」
と
。
そ
れ
を
言

わ
れ
て
か
ら
、
自
分
の
中
で
ち
ょ

っ
と
変
わ
り
ま
し
た
。

い
ま
だ
に
そ
の
言
葉
は
、
記
憶

に
残
っ
て
い
ま
す
ね
。

市
長
　

や
っ
ぱ
り
、
お
金
を
い
た

だ
く
難
し
さ
と

い
う
の
は
あ
り
ま

「
竹

」
　

藤
木
信
夫
　
作

す
よ
ね
。「
い
い
も
の
を
作
っ
て
い

れ
ば
い
い
ん
だ
」
で
、
す
ま
な
い

と
こ
ろ
が
難
し
い
。

た
だ
、
皆
さ
ん
の
言
葉
か
ら
は

非
常
に
前
向
き
な
も
の
を
感
じ
ま

す
。
親
に
追
い
つ
き
、
追
い
越
せ

と
い
う
か
、
親
の
素
晴
ら
し
い
と

こ
ろ
を
素
直
に
認
め
つ
つ
、
何
か

自
分
な
り
の
も
の
を
作
っ
て
い
こ

う
と
い
う
気
概
が
あ
り
ま
す
ね
。

現
在
の
よ
う
に
、
何
事
も
合
理

化
、
機
械
化
さ
れ
が
ち
な
中
で
、

地
味
だ
け
ど
人
の
手
で
な
く
て
は

で
き
な
い
こ
と
、
素
晴
ら
し
い
手

の
技
術
と

い
う
も
の
が
あ
る
と
思

う
ん
で
す
。

そ
こ
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
、

町
の
隠
れ
た
名
人
と
い
う
か
、
一

生
懸
命
や
っ
て
お
ら
れ
る
方
を
探

す
と
い
う
意
味
で
、
技
能
功
労
者

の
表
彰
を
始
め
た
わ
け
で
す
が
、

皆
さ
ん
の
お
話
を
伺
っ
て
い
る
と
、

そ
の
名
人
を
継
ぐ
世
代

が
着
々
と

育
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か

っ
て
、
大
変
う
れ
し

い
で
す
ね
。

自 然 の 持 ち味 を生 か し た 「和 菓 子 」

和菓子には、小豆の色を基調とした、自然のやわらかい色

合いが用いられています。配色も、左右、上下で染め分けた

り、緑と黒で松、白と紅で梅や桜、紅と黄色で紅葉というよ

うに、色の組み合わせで自然の風物を見立てます。ごのよう

な美意識は、平安時代にさかのばる優美な「かさねの色目＝
重色目、襲色目」の風習につながるものと思われます。

また、和菓子は香リもほのかで、奥ゆかしい。これは、和

菓子は茶席で用いられるため、お茶の味わいを損なわないよ

うにという配慮と共に、自然の持ち味を生かした植物系の香

り（笹・桜の葉・柏の葉、ゆず、しょうが、抹茶など）を使

っていることによります。

「人に夢を与えられる」和菓子を作れたらいいですね

-‥---‥--　‥　－　　－

宮 下　 年 秀 さ ん
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大
量
生
産
に
は
な
い
、
本
物
の
味
を
知
つ
て
ほ
し
い

市
長
　
こ
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
、

や
り
が
い
だ
と
か
生
き
が
い
を
感

じ
た
こ
と
、
ま
た
逆
に
、
苦
労
や

悩
み
な
ど
を
お
話
し
く
だ
さ
い
。

宮
下
　

や
は
り
、
お
客
さ
ん
に
買

っ
て
い
た
だ
け
る
も
の
を
作
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

い
う

の
が
難
し
い
で
す
。
「
い
い
も
の
」

を
作
っ
て
い
れ
ば
売
れ
る
と

い
う

わ
け
で
も
な
い
で
す
し
。

和
菓
子
の
お
客
さ
ん
は
お
年
寄

り
が
多
い
の
で
す
が
、
子
ど
も
た

ち
に
も
、
も
っ
と
和
菓
子
と

い
う

も
の
を
広
め
て
い
か
な
い
と
、
こ

の
先
、
厳
し

い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
も
う
少
し
宣
伝
も
必
要
か
な

と
い
う
気
が
し
ま
す
。

市
長
　

和
菓
子
職
人
と
し
て
の
喜

び
は
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ

り
ま
す
か
。

宮
下
　

お
客
さ
ん
に
「
お
宅
の
じ

ゃ
な
い
と
だ
め
だ
」
と
言
わ
れ
る

と
う
れ
し

い
。
手
を
抜
け
な
い
と

い
う
気
に
な
り
ま
す
。

藤
木
　

修
行
が
終
わ
り
実
家
に
戻

つ
て
、
地
域
の
人
た
ち
と
つ
な
が

り

が
で
て
き
た
の
が
う
れ
し
い
で

す
ね
。

両
親
は
よ
そ
か
ら
来
て
商
売
を

始
め
た
の
で
、
や
は
り
「
よ
そ
者
」

と
い
う
感
じ
で
し
た
。
今
は
、
商

品
に
い
ろ
い
ろ
意
見
を

い
た
だ
い

た
り
、
商
売
を
通
し
て
地
元
に
溶

け
込
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
と
、
自
分
の
作
っ
た
も
の

が
初
め
て
売
れ
た
と
き
の
こ
と
は

よ
く
覚
え
て

い
ま
す
。
店
の
中
で

も
一
番
目
に
付
き
や
す

い
と
こ
ろ

に
置
い
た
り
。
で
も
、
な
か
な
か

続
け
て
売
れ
な
い
ん
で
す
。
そ
う

い
う
と
き
に
簡
単
じ
ゃ
な
い
な
っ

て
。
売
れ
た
感
動
よ
り
も
、
や
は

り
商
売
っ
て
難
し
い
な
、
と
い
う

方
が
大
き

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

仲
嶋
　
私
は
ま
だ
外
で
働
い
て
い

る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
実
家
で
自

分
の
も
の
が
採
用
さ
れ
た
と
き
は

う
れ
し
い
で
す
ね
。
そ
う
い
う
と

き
は
、
帰
る
た
び
に
全
部
売
れ
た

か
聞
い
て
し
ま
う
。

厳
し
い
こ
と
は
、
最
近
、
他
業

皆さんで、「松戸に行けば、これがある」

というような名物を作っ ていただきたい

種
が
和
菓
子
産
業
に
た
く
さ
ん
参

入
し
て
き
て
る
ん
で
す
ね
。
お
団

子
な
ど
は
、
朝
作
っ
た
ら
夕
方
に

な
る
と
硬
く
な
る
の
が
本
来
な
の

に
、
そ
れ
が
お
客
さ
ん
に
通
じ
な

く
な
っ
て
き
て

い
る
。
三
日
、
四

日
柔
ら
か
い
製
品
が
当
た
り
前
に

な
る
と
、「
何
で
あ
な
た
の
と
こ
硬

く
な
る
の
よ
」

つ
て
言
わ
れ
る
ん

で
す
。
お
客
さ
ん
に
は
大
量
生
産

に
な
い
、
本
物
の
昧
を
知
っ
て
も

ら

い
た
い
の
で
す
が
、
な
か
な
か

難
し
い
で
す
。

松
戸
　

初
め
て
一
人
で
や
っ
て
み

ろ
と
言
わ
れ
、
そ
の
品
を
納
め
て
、

後
日
、
代
金
を
い
た
だ
き
に
伺
っ

た
ら
「
良
か
っ
た
わ
よ
」

つ
て
お

客
さ
ん
に
言
っ
て
も
ら
っ
た
ん
で

す
。
あ
れ
は
う
れ
し
か
っ
た
。

つ
ら
い
こ
と
は
、
仲
嶋
さ
ん
の

お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
和
菓

子
を
作
る
う
え
で
、
「
当
た
り
前
」

と
思
っ
て

い
る
こ
と
が
通
用
し
な

「
春

幸
」
　

仲
嶋
真
輝
　
作

い
時
代
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ

と
。
初
め
て
の
お
客
さ
ん
に
は
、

お
い
し

い
食
べ
方
を
ア
ド
バ
イ
ス

す
る
よ
う
に
も
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、「
甘
さ
控
え
め
」
が
は
や

つ
て
、「
甘
く
な
い
和
菓
子
を
」

と
言
わ
れ
た
と
き
に
は
、
ち
ょ
っ

と
困
り
ま
し
た
ね
。
「
そ
ん
な
和

菓
子
あ
り
ま
せ
ん
」
と
も
言
え
な

い
で
す
し
（
笑
）
。

伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
新
し
い
夢
を
育
て
る

市
長
　
最
後
に
、
将
来
の
夢
に
つ

い
て
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
か
。

ま
た
、
職
人
と
し
て
自
負
し
て
い

る
こ
と
、
市
民
の
皆
さ
ん
へ
伝
え

た
い
こ
と
な
ど
、
お
聞
か
せ
く
だ

さ
い
。

宮
下
　
大
き
く
い
う
と
、
松
戸
が

「
人
に
や
さ
し
い
ま
ち
」
に
な
れ

ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た

め
に
自
分
が
で
き
る
こ
と
は
、
本

物
の
和
菓
子
、
子
ど
も
た
ち
の
世

代
が
安
心
し
て
食
べ
ら
れ
る
和
菓

子
を
作
り
続
け
て
い
く
こ
と
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
息
子
が
い
る
の
で
、
息

子
が
「
継
い
で
も
い
い
か
な
」
と

思
う
よ
う
な
店
に
し
た
い
。
そ
れ

が
、
自
分
か
で
き
る
最
高
の
親
孝

行
だ
と
も
思
い
ま
す
か
ら
。

藤
木
　
修
行
中
の
先
輩
で
、
実
家

は
造
園
業
で
し
た
が
、
「
い
ち
ご

大
福
」
を
食
べ
た
と
き
に
和
菓
子

の
業
界
に
入
ろ
う
と
思
っ
た
、
と

い
う
人
が
い
た
ん
で
す
（
笑
）
。

和
菓
子
職
人
は
地
味
に
こ
つ
こ

つ
、
と
い
う
仕
事
で
す
が
、
そ
う

い
う
「
人
に
夢
を
与
え
ら
れ
る
も

の
」
を
作
っ
て
、
和
菓
子
の
魅
力

を
伝
え
て
い
き
た
い
。

一番夊を使うのが、親父と仕事をしているとき。
誰よりも厳しいです

「
松

」
　

松
戸
栄
二
　
作

仲
嶋
　
私
は
ま
ず
、
一
人
前
に
な

っ
て
親
父
と
一
緒
に
仕
事
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
ゆ
く
ゆ
く
は
「
千
葉

の
松
戸
に
『
青
柳
』
あ
り
」
と
言

わ
れ
る
よ
う
な
店
に
し
た
い
。

松
戸
　

う
ち
は
、
学
校
に
紅
白
ま

ん
じ
ゅ
う
を
納
め
て
い
ま
す
。

そ
う

い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
親

父
は
口
癖
の
よ
う
に
「
子
ど
も
が

食
べ
て
も
安
心
な
も
の
を
作
ら
な

き
ゃ
だ
め
だ
」
と
言
う
の
で
す
が
、

ま
ず
は
、
そ
の
志
を
継
い
で
い
き

た
い
。

あ
と
は
、
和
菓
子
は
や
っ
ぱ
り

お
茶
と
一
緒
に
い
た
だ
く
も
の
で

す
よ
ね
。
一
息
つ
く
と
き
と
い
う

か
。
そ
う
い
う
、
ほ
っ
と
す
る
ひ

と
と
き
を
演
出
で
き
る
よ
う
な
和

菓
子
を
作
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

市
長
　
今
回
、
皆
さ
ん
の
お
話
を

伺
っ
て
、
職
人
と
し
て
の
こ
だ
わ

り
、
ま
た
将
来
へ
の
前
向
き
な
姿

勢
に
大
変
、
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

実
は
松
戸
に
は
和
菓
子
屋
が
多

い
ん
で
す
。
皆
さ
ん
の
よ
う
に
、

若
く
て
意
欲
の
あ
る
職
人
さ
ん
も

育
っ
て
き
て

い
る
。
皆
さ
ん
で
、

ぜ
ひ
、「
松
戸
に
行
け
ば
、
こ
れ
が

あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
名
物
を
作

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

ま
た
、
皆
さ
ん
の
お
話
の
中
に

も
あ
り
ま
し
た
が
、
食
べ
た
と
き

に
「
幸
せ
」
や
「
豊
か
さ
」
を
感

じ
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
を
作
り
続

け
て
欲
し

い
で
す
ね
。

伝
統
文
化
と
い
う
も
の
は
、
途

切
れ
て
し
ま
う
と
復
活
さ
せ
る
こ

と
は
難
し

い
。
わ
が
松
戸
に
、
和

菓
子
と
い
う
日
本
の
伝
統
文
化
を

引
き
継
い
で
い
こ
う
と

い
う
若
い

人
た
ち
が
い
る
こ
と
を
、
大
変
頼

も
し
く
思

い
ま
す
。

本
日
は
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

お客さんにおいしい食べ方をア/ヽ バ゙イスすることもあります

松戸　栄二さん

仲嶋　真輝さん

市長　川井　敏久



ARROW CROSS WORD

束葛新春 特別番組

「明 る い 未 来 へ

み ん な の ま ち 」

年の初めにあたり、

東葛地域の市長（松戸

市・柏市・流山市・我

孫子市・鎌ヶ谷市）が、

未来のまちづくりにっ

いて語ります。

★1月２日脂午前10時～

10時58分

★千葉テレビ（ＵＨＦ

４６チャンネル）

凪

８

写真やイラスト、またはヒントから連想できる言葉を、パ

ズル中の例「いさな」のように記入してください。そしてオ

レンジ色の枠の中に入った文字をＡ～Ｄの順番に並べると、

一つの言葉になります。その言葉をお答えください。

（答えのヒント＝元日の朝に…）

正解者には、抽選で下記の賞品をプレゼントします。ハガ

キに下記の応募要領で記入し、ご応募ください。

★注意★

矢印が上下に向いている場合は上から下へ縦書き、矢印が

左右に向いている場合は左から右へ横書きになります。

．　　　　　　　　　　 Ｃ賞　博物館グッズ①（5人）

プレゼント　　　　　　　　　　　虚無僧携帯ストラップ、ジョウち

やん・モンちゃんメモ帳、博物館常

Ａ 賞　 柏 レ イ

ソ ル ・ レ プ リ

カ ユ ニ フ ォ ー

ム （2 人 ）

Ｂ 賞　 「 モ モ

と 時 間 ど ろ ぼ

う 」（5 組10 人 ）

ミ ヒ ャ エ ル

・ エ ン デ 原 作 、

設展招待券をセットで

Ｄ官　博物館グッズ②（3人）

劇団仲間出演の、とて

Ｅ賞　2004年松戸市観光カレンダー

（5人）

Ｆ賞　戸定グッズ（20人）

戸定歴史館オリジナルハンカチ、

もフアンタスティックなお話です

日時3月６日出午後3時開演　会場森の

ホール21大ホール

★　 応　 募　 方　 法　 ★

ハガキ(おもて)　　　 ハガキ(うら)

松
戸
市
役
所

広
報
課

ク
イ
ズ
係

・クイズの答え

・希望賞品（1つのみ）

・住所

・氏名

・年齢

・職業

・広報まつどに関する

意見など

締め切り…1月16 日(金)〔消印有効〕

※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえ

させていただきます。クイズの解答は、広

報まつど2月５日号でお知らせします。

アロークロスワード

埴輪ぬいぐるみ

キーホルダー2個

(人･馬)をセットで

戸定ポストカードをセットで

ｉ Ａ～Ｆ賞にもれた正解者の中から抽

選で30人に記念品をお送りします。


