
藤
島
地
域
の
名
人
に
よ

る
木
彫
・
木
工
・
藁
細
工

の
作
品
展
が

日
か
ら

13

23

日
ま
で
、
東
田
川
文
化
記

念
館
ギ
ャ
ラ
リ
ー
藤
で
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

各
地
区
の
芸
術
文
化
祭

で
展
示
さ
れ
た
中
か
ら
選

び
一
堂
に
集
め
ま
し
た
。

い
ず
れ
も
趣
味
の
域
を

脱
し
た
す
ぐ
れ
た
芸
術
作

品
と
な
っ
て
い
ま
す
。

庄
内
農
業
高
校
書
道
部

が
、
藁
の
筆
で
書
い
た
作

品
も
展
示
さ
れ
て
い
ま
す

（
飯
鉢
幸
夫
さ
ん
作
成
の

藁
筆
）。

「
わ
れ
ら
の
す
べ
て
の

田
園
と
わ
れ
ら
の
す
べ
て

の
生
活
を
一
つ
の
巨
き
な

第
四
次
元
の
芸
術
に
創
り

あ
げ
よ
う
で
な
い
か
」(

宮

沢
賢
治
・
農
民
芸
術
概
論)

2018年12月23日
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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）
12月 27人 23,855円
11月 40人 59,809円

木
彫
・
木
工
・
藁
細
工

作
品
展

日
ま
で
、
東
田
川
文
化
記
念
館
で

23

押井幸治（宝徳）藁細工
「９頭馬」など

石向繁美（添川１区）藁細工「しめ縄、のめぞ」など

恩田藤吉（長沼宮東）木工
「用事鳥」など

斎藤栄市（長沼宮東）藁細工
「ばんどり、雪ぐつ」など

神事光弥（藤島新町）木工「組子、廃ボール、車のチェーン」など

石川石松（東渡前）藁細工「しめ縄」など

佐藤猛（大半田）木工
「燈籠」

加藤喜一（古郡）藁細工
「亀」

飯鉢幸夫（八色木平田）藁細工
「藁筆、亀」など

五十嵐峯夫（藤島下町）
イタリアの木造軍艦

石塚健（八色木荒落）木彫
「仁王様」など

富樫俊昭（柳久瀬）木工「ほ
ていさま、花台」など

太田榮市（藤岡）茶碗、花瓶、
香炉など

庄内農業高等学校書道部
藁筆で書いた作品



鶴
岡
市
文
化
会
館
改
築

事
業
に
関
す
る
第
三
者
専

門
委
員
の
答
申
を
受
け
て
、

月
議
会
に
皆
川
市
長
は

12市
長
給
与
の
３
割
減
額
４

年
間
、
山
口
副
市
長
は
２

割
減
額
２
月
間
が
提
案
さ

れ
ま
し
た
。

日
の
総
務
常
任
委
員

11
会
（
尾
形
昌
彦
委
員
長
）

で
は
、
新
政
ク
ラ
ブ
が
副

市
長
の
給
与
減
額
部
分
を

削
除
す
る
修
正
案
を
出
し
、

自
公
会
派
の
賛
成
多
数
で

可
決
。
市
長
給
与
の
減
額

の
み
が
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

副
市
長
は
、
第
三
者
専

門
委
員
の
答
申
を
受
け
、

「
当
時
監
査
委
員
で
あ
っ

た
こ
と
を
踏
ま
え
、
関
係

職
員
を
訓
告
と
す
る
に
至

っ
た
結
果
責
任
に
鑑
み
て
」

減
額
を
申
し
出
ま
し
た
。

新
政
ク
ラ
ブ
は
、「
副
市

長
は
当
時
の
監
査
委
員
と

し
て
責
任
は
な
い
。
訓
告

と
な
っ
た
職
員
は
違
法
の

目
的
は
な
く
、
指
導
責
任

は
な
い
」
と
述
べ
ま
し
た
。

民
間
企
業
や
団
体
は
法

令
遵
守
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
が
厳
し
く
求
め
ら
れ
、

会
社
法
で
大
会
社
は
「
内

部
統
制
」
が
義
務
化
さ
れ

て
い
ま
す（
２
０
０
６
年
）。

副
市
長
は
、
監
査
委
員

と
し
て
の
指
導
責
任
を
認

め
て
自
ら
に
処
分
を
課
し

た
の
で
あ
り
、「
行
政
の
内

部
統
制
」
の
一
つ
の
結
論

で
す
。

自
公
会
派
は
「
榎
本
前

市
政
の
行
政
責
任
は
認
め

な
い
」
と
の
立
場
が
透
け

て
見
え
ま
す
。

天
皇
の
戦
争
責
任
に
は

賛
否
両
論
が
あ
る
。

否
定
論
は
、
天
皇
は
立

憲
君
主
と
し
て
『
君
臨
す

れ
ど
も
統
治
せ
ず
』
と
の

立
場
を
貫
い
た
の
で
あ
り
、

戦
争
責
任
は
天
皇
を
補
佐

し
た
政
治
家
、
軍
人
ら
に

あ
る
と
す
る
。

し
か
し
、

月
２
日
号

12

に
書
い
た
よ
う
に
、
天
皇

は
法
的
に
も
実
態
的
に
も

日
本
の
最
高
権
力
者
で
あ

り
、
多
く
の
国
民
は
「
天

皇
陛
下
の
た
め
」
と
叫
ん

で
戦
い
、
他
国
民
を
殺
し
、

日
本
の
兵
士
・
国
民
の
多

く
が
死
ん
で
い
っ
た
。

１
９
４
５
年
２
月
、
近

衛
元
首
相
は
、
敗
戦
は
必

死
と
、
天
皇
に
敗
戦
を
早

期
決
断
す
る
こ
と
を
要
請

し
た
。

天
皇
は
「
も
う
一
度
敵

を
た
た
き
、
日
本
に
有
利

な
条
件
を
作
っ
て
か
ら
」

(

天
皇
の
最
高
権
力
者
を
示

す)

の
方
が
よ
い
と
拒
否
し

た
と
い
う
。

こ
の
と
き
の
判
断
、
つ

ま
り
天
皇
が
受
け
入
れ
て

い
れ
ば
少
な
く
と
も
沖
縄

戦
や
広
島
・
長
崎
の
被
爆

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

東
京
裁
判
の
ウ
ェ
ブ
裁

判
長
も
、
個
人
的
な
意
見

と
し
て
し
な
が
ら
も
、
天

皇
に
戦
争
責
任
が
あ
る
と

し
、
天
皇
が
裁
判
を
免
れ

た
の
は
、
連
合
国
の
利
益

・
政
治
的
配
慮
に
よ
っ
て

起
訴
さ
れ
な
か
っ
た
と
記

し
て
い
る
。

政
治
的
配
慮
と
は
何
か
。

日
・
中
・
韓
３
国
の
学

者
・
教
師
・
市
民
で
日
中

韓
３
国
歴
史
教
材
委
員
会

を
立
ち
上
げ
、『
未
来
を
ひ

ら
く
歴
史

東
ア
ジ
ア
３

国
の
近
現
代
史
』
を
発
刊

し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
「
ア
メ

リ
カ
は
、
軍
部
と
右
翼
勢

力
の
反
乱
を
防
止
し
て
日

本
の
占
領
を
平
和
的
に
行

い
、
日
本
国
民
が
革
命
的

な
行
動
に
立
ち
上
が
る
こ

と
と
共
産
主
義
化
を
ふ
せ

ぐ
た
め
に
、
東
京
裁
判
に

お
い
て
天
皇
を
戦
争
犯
罪

人
と
し
て
裁
か
な
い
方
針

を
き
め
ま
し
た
」。
と
書
い

て
い
る
。

長
く
や
り
過
ぎ

国
会
と
は
何
だ
も
ん
だ

―
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
何

が
正
し
い
か
は
少
し
ず
つ

違
う
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

だ
か
ら
ど
れ
が
国
民
に
と

っ
て
一
番
幸
せ
に
つ
な
が

る
の
か
を
議
論
し
あ
う
の

が
国
会
で
し
ょ
う
。
臨
時

国
会
の
終
盤
は
な
ん
で
す

か
。
深
夜
ま
で
や
っ
て
い

ま
し
た
が
、
議
論
は
な
し

・
で
す
。
ま
さ
に
自
公
の

職
場
放
棄
で
す
ヨ
。

▲
外
国
か
ら
働
く
人
を
入

れ
る
法
律
の
改
定
。
な
ん

で
実
態
を
隠
す
の
。
何
人

も
死
ん
で
い
る
。
こ
ん
な

と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
知

り
な
が
ら
、
そ
れ
を
な
ん

と
か
良
く
し
よ
う
な
ん
て

提
案
で
な
い
ん
だ
。
そ
れ

を
知
っ
て
い
る
自
民
党
の

筆
頭
理
事
は
「
時
間
を
か

け
れ
ば
キ
リ
が
な
い
」
と

言
っ
て
い
た
ん
だ
。
そ
れ

だ
け
問
題
が
あ
る
と
。

▲
衆
議
院
で

時
間
・
参

15

議
院
で
そ
の
一
寸
長
い
程

度
の
審
議
時
間
だ
。
し
か

も
自
公
は
持
ち
時
間
の
半

分
も
使
っ
て
い
な
い
。
勿

論
、
ボ
ロ
が
出
る
か
ら
長

く
は
や
っ
て
い
れ
な
い
と

い
う
事
情
。
だ
か
ら
質
問

す
る
彼
等
も
大
変
な
実
情

は
知
っ
て
い
た
ん
だ
。

▲
か
つ
て
、
エ
コ
ノ
ミ
ッ

ク
ア
ニ
マ
ル
と
い
う
言
葉

で
呼
ば
れ
た
こ
と
が
あ
っ

た
が
、
最
賃
法
で
定
め
ら

れ
た
時
給
を
払
わ
な
い
で

働
か
す
。
こ
れ
っ
て
外
国

人
だ
か
ら
と
許
せ
る
ん
で

す
か
。
介
護
は
働
く
人
が

い
な
い
か
ら
外
国
か
ら
じ

ゃ
な
く
、
時
給
を
１
５
０

０
円
以
上
に
し
て
み
な
。

国
内
の
人
で
十
分
ま
か
な

え
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

▲
最
重
要
法
案
と
し
な
が

ら
、
や
や
こ
し
い
質
問
・

と
ま
で
言
っ
た
首
相
。
や

や
こ
し
い
事
を
知
り
な
が

ら
大
分
ズ
ー
ズ
ー
し
く
な

っ
た
も
ん
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
長
く
や
っ
て
き
た
弊

害
で
す
ナ
ー
。
来
年
の
参

院
選
挙
で
自
公
を
大
き
く

減
ら
さ
な
い
と
修
正
は
き

き
ま
せ
ん
ヨ
。
共
産
党
を

よ
ろ
し
く
・
ネ
。（
石
川
）

歳
晩

歳
晩

城
貞
（
藤
の
花
）

さ

い

ば

ん

朔
風
凛
凛
艶
花
萎

朔
風

凜
凜
と
し
て
艶
花

萎
え
る

さ

く

ふ

う

り

ん

り

ん

え

ん

か

な

正
是
今
年
欲
暮
時

正
に
是

今
年

暮
れ
ん
と
欲
す
る
時

ま

さ

こ

れ

こ

ん

ね

ん

く

ほ

っ

と

き

戌
子
狗
児
相
伴
侶

戌
子
と
狗
児

相

伴
侶
な
り

い

こ

こ

う

じ

あ

い

は

ん

り

ょ

干
支
残
暦
歳
云
移

干
支

残
暦

歳

云
に
移
る

か

ん

し

ざ

ん

れ

き

と

し

こ

こ

う

つ

寒
々
と
し
た
北
風
が
吹
い
て
美
し
い
花
も
萎
え
て
し
ま
っ
た
。

正
に
今
年
も
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

今
年
の
干
支
の
戌
子
と
狗
児
は
仲
間
で
あ
る
。

暦
も
残
り
わ
ず
か
と
な
り
、
年
の
暮
れ
と
な
っ
た
。

歳
晩
＝
年
末
。
年
の
終
わ
り
。
年
の
暮
れ
。
朔
風=

北
風
。
萎
＝
し
ぼ
む
。
し
お
れ
る
。
凜
凜
＝

寒
さ
の
き
び
し
い
さ
ま
。
戌
子
＝
い
ぬ
ど
し
。
狗
児
＝
犬
。
伴
侶
＝
仲
間
。
つ
れ
。
友
人
。
干

支
＝
十
二
支
。
残
暦
＝
残
れ
る
暦
。
云
＝
こ
こ
に
。
軽
く
調
子
を
と
と
の
え
る
助
辞
。
文
の
意

味
を
補
う
た
め
に
つ
け
る
。

【
注
・
干
支
は
２
０
１
８
年
は
戊
戌
（
つ
ち
の
え
い
ぬ
、
ぼ
じ
ゅ
つ
）
、

年
は
己
亥(

つ
ち
の

19

と
い
、
き
が
い)

】


