
Ｊ
Ｒ
藤
島
駅
舎
の
改
築

お
よ
び
開
業

周
年
記
念

98

の
集
い
が

日
、
駅
前
町

30

内
会
館
で
開
か
れ

人
が

38

参
加
し
ま
し
た
。

新
し
く
な
っ
た
駅
舎
に

集
ま
り
記
念
撮
影
後
、
会

場
で
長
南
忠
氏
が
「
音
の

風
景
」
と
し
て
藤
島
駅
の

思
い
出
を
語
り
ま
し
た
。

太
田
榮
市
氏
は
１
９
１

８(

大
正
７)

年
９
月

日
21

開
業
の
貴
重
な
記
念
品

（
盃
）
を
披
露
し
ま
し
た
。

か
に
か
く
に

藤
島
駅
は

恋
し
か
り

思
い
出
の
駅
舎

憶
い
出
の
Ｄ
51

（
成
澤

功
）
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発行経費にカンパをお
願いしています。民報
配布者にご連絡下さい
（月１７７円程度）
10月 34人 42,746円
9月 47人 24,190円

自
ら
酪
農
家
と
し
て
畜

産
振
興
、
特
に
稲
作
プ
ラ

ス
酪
農
経
営
の
実
践
に
力

を
入
れ
、
月
山
牧
場
の
開

発
や
藤
島
町
を
庄
内
有
数

の
酪
農
地
帯
に
し
、
牛
乳

処
理
加
工
所
を
建
設
。
所

長
と
な
り
後
に
庄
内
乳
業

を
藤
島
町
に
誘
致
す
る
基

礎
を
作
っ
た
人
で
あ
る
。

常
務
理
事
を
置
き
健

全
経
営
を
目
指
す

組
合
長
が
村
長
兼
務
で

あ
っ
た
の
で
、
八
色
木
の

小
鷹
徳
治
さ
ん
が
常
務
理

事
に
就
任
し
た
。

小
鷹
さ
ん
は
海
軍
軍
人

と
し
て
太
平
洋
戦
争
に
参

戦
し
、
南
方
洋
上
で
九
死

に
一
生
を
得
た
だ
け
あ
っ

て
気
骨
の
あ
る
人
だ
っ
た
。

岩手の台風10号被災者へ救援カンパを呼
び掛けるライオンズクラブ

JA庄内たがわの収穫感謝餅つき

東洋大学社会学部のすいおうクッキーを
試食（左が鶴岡に移住した持田絢乃さん）

天気に恵まれ恒例の藁馬も大活躍

じもと名店の味「わたなべ」の特製弁
当に長蛇の列

物産販売コーナー

庄内農業高校第27回日本藁文化大祭



河
野
一
郎

１
８
９
８(
明
治

)

年

31

神
奈
川
県
生
ま
れ
～
１
９

６
５(

昭
和

)

年
没
。

40

(

昭
和

)

年
第
１
次

54

29

鳩
山
内
閣
で
農
林
大
臣
、

(

昭
和

)

年
経
済
企
画

57

32

庁
長
官
、

(

昭
和

)

年

61

36

７
月
農
林
大
臣
、

(

昭
和

62

)

年
７
月
建
設
大
臣
、

37

64

(

昭
和

)

年
７
月
第
３
次

39

池
田
内
閣
で
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
担
当
大
臣
。

三
白
眼
の
政
治
家
と
言

さ
ん
ぱ
く
が
ん

わ
れ
た
。
辞
典
を
引
く
と

黒
目
が
上
に
偏
っ
て
い
る

た
め
に

、
瞳
の
左
右
と
下

部
の
三
方
が
白
く
見
え
る

感
じ
の
目
。
人
相
学
上
悪

い
目
つ
き
と
と
れ
る
。
言

い
得
て
妙
で
あ
る
。
言
い

出
し
っ
ぺ
は
マ
ス
コ
ミ
の

よ
う
だ
が
、
ほ
ん
と
う
の

顔
相
も
河
野
自
身
の
性
格

も
、
そ
の
通
り
だ
っ
た
な

あ
と
私
は
今
で
も
そ
う
信

じ
て
い
る
。

ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で

周
り
と
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ

し
、
現
職
中
に
右
翼
に
恨

ま
れ
て
二
宮
の
自
宅
に
放

火
さ
れ
、
豪
邸
が
丸
焼
け

の
事
件
も
あ
っ
た
。

息
子
が
河
野
洋
平
、
孫

が
河
野
太
郎
で
あ
る
。
政

治
家
の
子
ど
も
た
ち
の
命

名
は
な
る
べ
く
簡
潔
単
純

な
日
本
語
が
よ
ろ
し
い（
10

月

日
投
開
票
の
福
岡
６

23
区
の
当
選
者
は
鳩
山
家
５

代
目
の
二
郎
だ
）。

建
設
大
臣
在
任
中
の
事

件
を
私
は
今
で
も
は
っ
き

り
記
憶
し
て
い
る
。

昭
和

年
だ
っ
た
か

38

39

年
か
、
河
野
が
庄
内
地
方

の
主
要
道
路
事
情
の
視
察

に
来
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
情
報
に
私
は
大
変

興
味
津
々
だ
っ
た
。
予
定

日
の
１
ヶ
月
程
前
、
鶴
岡

～
酒
田
間
の
７
号
線
を
車

で
往
復
し
た
。
歩
道
の
並

木
や
雑
草
の
現
況
を
知
る

た
め
で
あ
る
。
並
木
は
手

入
れ
が
行
き
届
か
ず
、
ま

た
地
上
は
ボ
ウ
ボ
ウ
生
い

繁
る
雑
草
に
覆
わ
れ
て
い

た
。
ま
る
で
今
の
国
道
・

県
道
と
同
じ
よ
う
に
。

視
察
に
来
た
河
野
の
車

に
遭
う
こ
と
は
な
か
っ
た

が
、
帰
京
後
数
日
経
っ
た

時
点
で
鶴
岡
～
酒
田
間
を

再
び
車
で
走
っ
て
み
た
。

７
号
線
は
変
貌
を
遂
げ

て
い
た
。
ま
る
で
別
の
道

路
が
い
き
な
り
造
成
さ
れ

た
よ
う
に
。
こ
れ
が

日
10

ほ
ど
前
、
私
が
観
察
し
た

道
路
な
の
か
、
信
じ
ら
れ

な
い
風
景
だ
っ
た
。

農
林
大
臣
、
建
設
大
臣

在
任
中
、
自
分
の
命
令
に

従
わ
な
か
っ
た
り
サ
ボ
っ

た
り
を
見
つ
け
る
と
、
河

野
は
即
刻
配
置
を
換
え
た

り
、
或
い
は
情
け
の
無
い

降
格
人
事
を
断
行
し
た
。

当
時
の
東
北
建
設
局
長

は
、
こ
の
河
野
の
性
格
や

手
法
を
熟
知
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

さ
て
現
在
、
私
た
ち
住

民
の
周
り
の
道
路
の
状
況

は
ど
う
な
っ
て
お
り
ま
す

で
し
ょ
う
。
私

が
言
う
ま
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。

読
者
の
皆
さ
ん
、

よ
う
く
観
察
し

て
下
さ
い
。

麻
で
思
い
出
す
こ
と

年
近
く
も
前
の
こ
と

70
に
な
る
が
、
コ
マ
回
し
の

縄
の
先
っ
ち
ょ
に
麻
が
入

っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
、

コ
マ
の
回
る
勢
い
が
違
っ

て
い
た
の
を
思
い
出
す
。

▲
こ
こ
を
唾
で
濡
ら
す
と

強
く
縄
を
ま
く
こ
と
が
で

き
、
コ
マ
の
息
が
長
く
な

る
か
ら
コ
マ
ブ
ッ
ツ
ケ
は

強
か
っ
た
ん
だ
が
、
今
・

元
女
優
の
逮
捕
で
大
麻
が

話
題
に
な
っ
て
い
る
か
ら

麻
の
こ
と
を
少
々
・
・
・

▲
当
時
，
麻
は
こ
の
辺
の

畑
に
は
結
構
作
ら
れ
た
よ

う
に
思
う
。
夏
が
過
ぎ
る

と
刈
り
取
っ
て
来
て
堀
に

浸
け
て
置
き
、
や
わ
ら
か

い
部
分
を
腐
ら
し
て
剥
い

だ
の
が
麻
に
な
る
。

▲
残
っ
た
木
部
を
オ
ガ
ラ

と
言
っ
て
黄
燐
を
付
け
て

マ
ッ
チ
と
し
て
使
っ
て
い

た
と
思
う
ん
だ
が
。
オ
ガ

ラ
は
軽
く
弱
い
も
ん
だ
か

ら
、
子
供
ら
は
弱
虫
を
か

ら
か
っ
て
♬
オ
ガ
ー
ラ
背

負
っ
て
コ
ゲ
ー
ネ
コ
ゲ
ー

ネ
と
囃
し
て
い
た
記
憶
だ
。

▲
七
色
唐
辛
子
で
目
立
つ

粒
が
麻
の
実
で
、
オ
ダ
ネ

と
呼
ぶ
と
思
う
。
鳩
を
飼

っ
た
と
き
鳩
の
餌
を
買
う

と
こ
れ
が
入
っ
て
お
り
、

鳩
の
好
物
だ
っ
た
こ
と
を

思
い
出
す
。

▲
剥
い
だ
皮
は
押
さ
え
て

し
ご
き
、
不
純
物
を
取
り

払
っ
て
乾
燥
し
た
の
が
麻

だ
と
思
う
が
、
詳
し
い
人

に
教
え
て
貰
え
る
と
あ
り

が
た
い
で
す
ネ
ー
。

▲
そ
の
頃
マ
ニ
ラ
麻
と
言

っ
て
、
太
い
ロ
ー
プ
や
何

を
入
れ
た
か
大
き
な
カ
マ

ス
の
よ
う
な
入
れ
物
を
思

い
出
す
が
、
地
元
で
採
れ

る
麻
は
貴
重
品
だ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

▲
麻
を
な
い
こ
ん
だ
縄
は

丈
夫
で
水
に
も
強
く
、
ゴ

ム
合
羽
が
で
る
前
ま
で
は
、

麻
が
多
く
使
わ
れ
た
蓑
と

共
に
、
長
持
ち
す
る
か
ら

重
宝
し
た
よ
う
で
す
。

▲
こ
れ
が
大
麻
と
は
別

物
で
し
ょ
う
か
の
ー
。

神
事
の
際
、
玉
串
に
あ

る
の
が
麻
で
、
正
月
に

受
け
る
の
を
大
麻
と
呼

ぶ
が
？
。（
石
川
）

は
じ
め
、
電
力
管
理
法
、

国
民
徴
用
令
、
米
穀
配
給

統
制
法
、
賃
金
統
制
令
、

生
活
必
需
物
資
統
制
令
な

ど
で
、
お
国
の
た
め
、
天

皇
の
た
め
と
し
て
国
民
を

戦
争
に
か
り
立
て
る
戦
争

体
制
を
強
め
た
の
で
あ
る
。

三
笠
宮
氏
は
憲
法
制
定

時
の
議
会
で
「
日
本
は
真

に
平
和
を
愛
し
絶
対
に
侵

略
を
行
わ
な
い
と
言
う
表

裏
一
致
し
た
誠
心
の
こ
も

っ
た
言
動
を
も
っ
て
し
て

世
界
の
信
頼
を
回
復
せ
ね

ば
な
ら
な
い
」
と
発
言
。

ま
た
、
１
９
９
８
年
来
日

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を

し
っ
か
り
理
解
し
て
も
ら

お
う
と
。
政
府
は
、
人
的

・
物
的
資
源
を
統
制
運
用

で
き
る
国
家
総
動
員
法
を

し
た
江
沢
民
中
国
国
家
主

席
に
晩
餐
会
で
「
旧
陸
軍

軍
官
と
し
て
南
京
に
駐
在

し
た
。
自
分
の
目
で
日
本

軍
の
暴
行
を
見
た
。
今
に

至
る
ま
で
深
く
気
が
と
が

め
て
い
る
。
中
国
の
人
々

に
謝
罪
し
た
い
」
と
表
明

し
た
と
い
う
（『
し
ん
ぶ
ん

赤
旗
』

月

日
付
）。

11

28

皇
族
で
あ
っ
た
氏
の
遺

志
に
耳
を
傾
け
、「
真
に
平

和
を
愛
し
絶
対
に
侵
略
を

行
わ
な
い
」「
誠
心
の
こ
も

っ
た
言
動
を
」
行
う
べ
き

で
あ
る
。

私
が
授
業
で
最
も
強
調

し
た
憲
法
前
文
の
一
節
で

あ
る
。
戦
争
は
政
府
が
起

こ
す
の
だ
、
個
人
と
個
人

の
喧
嘩
の
よ
う
な
も
の
で

三

笠

宮
崇
仁
氏
の
死
去
を
報

み

か
さ
の
み
や
た
か
ひ
と

じ
る
「
し
ん
ぶ
ん
赤
旗
」

月
11

日
28

河
野
一
郎(

写
真
・
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア)


