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会
長
　
瀬
川
　
紘
一

平
成
30
年
も
5
月
を
迎

え
、
早
い
も
の
で
今
年
の�

「
在
京
花
巻
人
の
つ
ど
い
」
ま

で
2
か
月
を
切
り
ま
し
た
。

今
年
は
7
月
7
日
（
土
）
午

前
11
時
か
ら
、
例
年
と
同
じ

御
茶
ノ
水
の
東
京
ガ
ー
デ
ン

パ
レ
ス
が
会
場
で
す
。
是

非
、
皆
様
お
誘
い
合
わ
せ
の

上
ご
参
加
頂
き
ま
す
よ
う
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

さ
て
、
今
年
は
明
治
元

年
（
１
８
６
８
年
）
か
ら
数

え
て
１
５
０
年
に
あ
た
り
ま

す
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
は
大
河
ド
ラ

マ
「
西
郷
ど
ん
」
が
始
ま

り
、
新
聞
・
雑
誌
に
も
特
集

が
組
ま
れ
、
維
新
関
連
の
小

説
や
評
論
も
色
々
と
出
版
さ

れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
政
府

も
「
明
治
１
５
０
年
」
の
記

念
行
事
を
用
意
し
て
お
り
、

そ
の
狙
い
は
「
明
治
の
精
神

に
学
び
、
日
本
の
強
み
を
再

認
識
す
る
こ
と
」
と
の
こ
と

で
す
。

昨
年
出
版
さ
れ
た
維
新
関

係
の
著
作
の
中
で
、
苅
部
直

氏
に
よ
る
『「
維
新
革
命
」

へ
の
道
』
が
明
治
維
新
に
新

た
な
光
を
あ
て
た
と
注
目
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
を
読

む
と
、
明
治
維
新
と
そ
れ
に

続
く
明
治
と
い
う
時
代
は
、

「
明
治
の
精
神
」
と
か
「
日

本
の
強
み
」
と
い
っ
た
言
葉

で
は
と
て
も
語
り
え
な
い
も

の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
例
え

ば
、
維
新
が
単
に
幕
府
か
ら

朝
廷
へ
の
政
権
交
代
だ
け
で

は
な
く
、
武
士
支
配
階
級
の

廃
止
に
ま
で
至
っ
た
と
い

う
事
実
一
つ
を
と
っ
て
も
、

「
生
ま
れ
や
育
ち
に
関
係
な

く
努
力
次
第
で
認
め
ら
れ
る

社
会
」
と
い
う
人
類
共
通
の

理
想
を
追
求
し
よ
う
と
し
て

い
た
と
の
指
摘
が
あ
り
、
こ

れ
は
確
か
に
明
治
も
日
本
も

超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
感

じ
ま
し
た
。「
明
治
１
５
０

年
」
は
過
去
に
学
び
再
認
識

す
る
機
会
と
い
う
よ
り
も
、

１
５
０
年
前
に
提
起
さ
れ
た

課
題
に
私
達
が
こ
れ
か
ら
ど

う
取
り
組
む
か
を
考
え
る
機

会
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
各
地
方
で
起

き
た
幕
末
の
打
ち
壊
し
や
世

直
し
一
揆
と
い
っ
た
民
衆
の

変
革
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
討

幕
を
目
指
す
志
士
達
と
結
び

つ
い
て
明
治
維
新
と
い
う
社

会
変
革
を
可
能
に
し
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
幕
末
に
は

稗
貫
・
和
賀
地
方
の
一
揆
の

数
が
日
本
で
最
も
多
か
っ
た

こ
と
や
、
維
新
後
い
ち
早
く

花
巻
か
ら
多
く
の
優
れ
た
宗

教
家
が
輩
出
し
た
こ
と
な

ど
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
明
治
１
５
０
年
」
は
私
達

に
と
っ
て
身
近
な
テ
ー
マ
で

あ
り
、
花
巻
に
お
け
る
維
新

や
明
治
の
時
代
を
考
え
る
良

い
機
会
で
も
あ
る
と
思
い
ま

す
。
私
達
は
、
ふ
る
里
花
巻

に
つ
い
て
も
っ
と
知
る
必
要

が
あ
る
と
痛
感
し
ま
し
た
。

さ
て
今
年
度
の
活
動
方
針

で
す
が
、
例
年
と
同
じ
く
会

員
相
互
の
親
睦
を
図
る
こ
と

と
花
巻
市
の
活
性
化
へ
の
貢

献
の
二
本
柱
で
す
。
ま
ず
花

巻
市
の
活
性
化
に
貢
献
す
る

た
め
の
活
動
で
す
が
、
今
年

度
は
会
員
と
地
元
花
巻
を
繋

ぐ
活
動
に
さ
ら
に
注
力
し
て

い
き
ま
す
。
そ
の
中
心
は
、

会
報
や
メ
ル
マ
ガ
を
通
じ
て

地
元
花
巻
の
幅
広
い
情
報
を

出
来
る
だ
け
多
く
会
員
の

も
と
に
お
届
け
す
る
こ
と
、

又
、
各
種
の
花
巻
観
光
物
産

展
や
花
巻
を
紹
介
す
る
イ
ベ

ン
ト
な
ど
へ
の
会
員
の
参
加

も
積
極
的
に
呼
び
か
け
ま

す
。
今
一
つ
の
課
題
は
、
会

員
の
地
元
花
巻
の
色
々
な
セ

ク
タ
ー
の
方
々
と
の
交
流
で

す
。
例
年
、「
在
京
花
巻
人

の
つ
ど
い
」
は
市
長
は
じ
め

花
巻
か
ら
の
来
賓
と
の
交
流

の
場
に
な
っ
て
い
ま
す
し
、

昨
年
は
「
花
巻
イ
ー
ハ
ト
ー

ブ
大
使
と
の
意
見
交
換
会
」

が
開
催
さ
れ
交
流
が
図
ら
れ

ま
し
た
が
、
今
年
度
は
さ
ら

に
新
た
な
交
流
の
場
を
模
索

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

会
員
同
士
の
交
流
の
促
進

に
つ
い
て
は
、
今
年
度
も

「
つ
ど
い
」
と
「
歩
こ
う
会
」

が
中
心
に
な
り
ま
す
が
、
そ

の
他
の
首
都
圏
で
の
花
巻
関

連
の
催
し
に
も
積
極
的
に
会

員
の
参
加
を
呼
び
掛
け
ま

す
。
又
、
花
巻
の
他
の
在
京

ふ
る
さ
と
会
の
催
し
へ
の
会

員
の
参
加
の
呼
び
掛
け
に
も

力
を
入
れ
ま
す
。
昨
年
度

は
、
例
年
新
井
薬
師
梅
照
院

の
節
分
会
で
演
舞
を
奉
納
す

る
東
和
町
丹
内
獅
子
躍
一
行

の
歓
迎
会
を
4
つ
の
在
京
ふ

る
さ
と
会
の
会
員
が
参
加
す

る
形
で
実
施
し
ま
し
た
が
、

こ
の
よ
う
な
機
会
を
さ
ら
に

増
や
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
方
針
に
基

づ
く
今
年
度
の
具
体
的
な
活

動
計
画
に
つ
い
て
は
、「
平

成
30
年
度
在
京
花
巻
人
の
つ

ど
い
」
の
総
会
で
ご
提
案
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。
是
非
ご
参

加
い
た
だ
き
ご
審
議
頂
き
ま

す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

１．平成30年度会費納入のお願い
　在京花巻人会の運営にご協力を賜りあ
りがとうございます。花巻人会は会員の
皆様からの会費で運営させて頂いていま
す。会費は「花巻人のつどい」、「会報」発
行、「歩こう会」等に使用させて頂いてい
ます。
　30年度の会費3,000円は同封の振込取扱
票（手数料不要）で最寄りの郵便局より
下記の口座にお振込み頂きますようお願い
申し上げます。
� 在京花巻人会会長　瀬川　紘一

　　口座名義　　　在京花巻人会
　　口座記号番号　00240-6-111794

２．平成29年度の会費納入のお礼と
　　納入状況報告
　29年度の会費納入額は３月末現在277
名�831,000円、この他９名の方から
55,000円の寄付を頂き合計886,000円で
した。会員皆様のご理解とご協力に感謝
とお礼を申し上げます。
� 会計担当　高橋良光・板垣雅子

会費納入のお願いと
納入状況の報告

平成30年度
「第33回在京花巻人のつどい」

のお知らせ
日時：平成30年７月７日（土）11時～ 14時
会場：東京ガーデンパレス
住所：東京都文京区湯島1-7-5
電話：03-3813-6211
アクセス：JR御茶ノ水駅　聖橋口

花
巻
人

在
京

（１）

東 京 都 千 代 田 区 飯 田 橋
4-4-8 東京中央ビル603号
電 話 03-6256-8082

連 絡 事 務 所
発 行 　 在 京 花 巻 人 会
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新
井
薬
師
梅
照
院

　
節
分
会
で
演
舞
の

丹
内
金
津
流
獅
子
躍

在
京
花
巻
ふ
る
さ
と
会

　
会
長　

瀬
川　
紘
一

今
年
も
去
る
2
月
3
日
、

東
和
町
谷
内
の
丹
内
金
津
流

獅
子
躍
一
行
が
新
井
薬
師
梅

照
院
の
節
分
会
で
演
舞
を
奉

納
し
ま
し
た
。
今
年
が
25
年

目
と
の
こ
と
で
節
目
と
な
る

演
舞
と
な
り
ま
し
た
が
、
獅

子
躍
の
重
厚
な
演
舞
は
歴
史

を
感
じ
る
梅
照
院
の
佇
ま
い

に
と
て
も
似
つ
か
わ
し
く
、

同
郷
の
も
の
と
し
て
と
て
も

誇
り
に
感
じ
ま
し
た
。

ま
ず
午
前
は
境
内
で
厳
か

に
演
舞
を
奉
納
、
午
後
は
2

時
過
ぎ
に
中
野
の
サ
ン
プ
ラ

ザ
前
で
演
舞
を
披
露
し
大
勢

の
観
客
を
楽
し
ま
せ
ま
し

た
。
そ
の
後
、
中
野
の
繁
華

街
か
ら
一
行
を
待
つ
人
々
で

溢
れ
た
新
井
薬
師
の
参
道
を

福
豆
を
配
り
な
が
ら
パ
レ
ー

ド
し
て
4
時
頃
に
梅
照
院
に

戻
り
ま
し
た
。
午
後
4
時
過

ぎ
に
女
優
の
松
原
千
恵
子
さ

ん
や
有
名
力
士
な
ど
が
参
加

す
る
豆
ま
き
が
開
始
さ
れ
、

そ
の
冒
頭
に
こ
の
日
3
度
目

の
演
舞
を
参
拝
客
で
溢
れ
か

え
っ
た
境
内
で
披
露
し
ま
し

た
。さ

て
、
在
京
花
巻
ふ
る
さ

と
会
で
は
前
々
か
ら
折
角
花

巻
か
ら
来
ら
れ
て
い
る
丹
内

獅
子
躍
一
行
を
歓
迎
し
慰
労

し
た
い
と
の
意
向
を
持
っ
て

い
ま
し
た
。
今
回
、
25
年
前

に
丹
内
獅
子
躍
を
梅
照

院
に
紹
介
さ
れ
今
日
ま

で
お
世
話
を
続
け
て
こ

ら
れ
た
前
在
京
東
和
町

友
会
会
長
の
佐
々
木
幸

三
さ
ん
の
尽
力
で
、
一

行
と
の
懇
親
会
を
実
現

す
る
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。懇

親
会
は
17
時
30
分

頃
か
ら
炙
谷
中
野
店
で

開
催
さ
れ
ま
し
た
が
、

19
時
頃
に
丹
内
獅
子
躍

の
小
原
源
四
郎
代
表
以
下
12

名
と
花
巻
市
か
ら
薄
衣
孝
史

工
業
労
政
係
長
の
合
計
13
名

が
駆
け
つ
け
て
く
れ
ま
し

た
。
在
京
花
巻
ふ
る
さ
と
会

か
ら
は
各
ふ
る
さ
と
会
の
会

長
を
は
じ
め
会
員
も
含
め
て

18
名
が
参
加
し
30
名
を
超
え

る
大
盛
会
と
な
り
ま
し
た
。

会
場
が
手
狭
な
た
め
2
部
に

別
れ
て
の
懇
親
会
と
な
り
ま

し
た
が
、
丹
内
獅
子
躍
一
行

に
は
朝
か
ら
踊
り
詰
め
で
お

疲
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
元

気
に
在
京
側
の
皆
さ
ん
と
交

流
し
て
頂
き
ま
し
た
。

来
年
も
懇
親
会
を
開
催
す

る
予
定
で
す
の
で
、
節
分
が

近
づ
き
ま
し
た
ら
詳
し
い
ご

案
内
を
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
在
京
の

ふ
る
さ
と
会
の
会
員
の
皆
様

に
は
是
非
ご
参
加
頂
き
ま
す

よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

花
農
米
に
よ
る

「
ヒ
カ
リ
ノ
ミ
チ
」生
酒

試
飲
会
と
産
学
協
同

去
る
2
月
17
日
（
土
）
の

昼
、
魚
や
一
丁
銀
座
本
店
で

花
巻
農
業
高
校
の
産
米
「
ひ

と
め
ぼ
れ
」
を
１
０
０
％

使
っ
て
川
村
酒
造
店
が
醸
造

し
た
純
米
酒�

南
部
関
「
ヒ

カ
リ
ノ
ミ
チ
」
新
酒
生
酒
の

試
飲
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

出
席
者
は
花
農
同
窓
会
員
を

中
心
に
在
京
の
各
花
巻
ふ
る

さ
と
会
の
会
員
20
名
弱
、
花

巻
か
ら
は
花
巻
農
業
高
校
の

郡
司
悟
校
長
も
参
加
さ
れ
ま

し
た
。「
ヒ
カ
リ
ノ
ミ
チ
」

は
搾
っ
た
後
一
切
処
理
を
せ

ず
そ
の
ま
ま
瓶
詰
め
に
し
た

純
米
無
濾
過
生
原
酒
と
の
こ

と
で
、
大
変
飲
み
や
す
く
参

加
者
は
か
な
り
の
ピ
ッ
チ
で

試
飲
を
楽
し
ん
で
い
ま
し

た
。
話
題
は
地
元
花
巻
の
こ

と
、
若
か
り
し
頃
の
事
に
な

り
、
次
第
に
訛
り
も
出
て
盛

り
上
が
り
ま
し
た
。
な
お
、

名
前
の
「
ヒ
カ
リ
ノ
ミ
チ
」

は
宮
澤
賢
治
が
作
っ
た
「
精

神
歌
」
の
一
節
に
あ
る
言
葉

で
、
花
巻
農
業
高
校
の
生
徒

た
ち
の
歩
む
未
来
を
表
し
て

い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま

す
。と

こ
ろ
で
、
今
回
の
会
で

も
郡
司
校
長
は
「
農
業
に
従

事
す
る
や
り
が
い
や
喜
び
を

感
じ
て
も
ら
う
た
め
、
生
産

か
ら
販
売
に
至
る
ま
で
の
学

び
を
進
め
て
い
ま
す
」
と
話

し
て
い
ま
し
た
。
花
巻
農

業
高
校
は
、
こ
れ
以
外
に

も
（
有
）
カ
ス
イ
と
農
産

物
・
海
産
物
の
加
工
食
品
の

共
同
開
発
も
お
こ
な
っ
て
お

り
「
花
巻
農
業
高
校
ギ
フ
ト

セ
ッ
ト
」
が
発
売
さ
れ
て
い

ま
す
。
今
、
農
業
者
は
生
産

だ
け
で
は
な
く
、
食
品
加

工
、
流
通
・
販
売
に
も
主
体

的
に
取
り
組
む
「
6
次
産
業

化
」
が
課
題
に
な
っ
て
い
る

折
か
ら
、
花
巻
農
業
高
校
の

動
向
は
注
目
を
集
め
て
い
る

よ
う
で
す
。

　
岩
手
県
人
連
合
会

　「
新
春
懇
談
会
」

副
会
長　

高
橋　
千
代
吉

立
春
の
日
の
2
月
4
日
Ｊ

Ｒ
日
暮
里
駅
近
く
の
ホ
テ
ル

ラ
ン
グ
ウ
ッ
ド
に
於
い
て
12

時
よ
り
恒
例
の
新
春
懇
親
会

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
各
ふ

る
さ
と
会
56
団
体
な
ど
か
ら

２
１
６
名
が
参
加
、
中
で
も

当
在
京
花
巻
ふ
る
さ
と
会
か

ら
の
18
名
で
２
卓
を
し
め
た

の
は
参
加
加
盟
団
体
の
中
で

も
ト
ッ
プ
で
特
別
賑
や
か
に

盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

開
会
に
先
立
ち
、
琴
と
尺

八
の
奏
で
る
名
曲
「
春
の

海
」
な
ど
の
素
晴
ら
し
い
演

奏
が
あ
り
、
続
い
て
鈴
木
文

彦
県
連
会
長
よ
り
若
竹
千
佐

子
氏
（
遠
野
市
出
身
）
の
芥

川
賞
受
賞
作
品
「
お
ら
お
ら

ひ
と
り
で
い
ぐ
も
」
を
褒
め

称
え
た
ご
挨
拶
が
あ
り
、
鈴

木
直
岩
手
県
東
京
事
務
所
長

か
ら
は
北
上
市
に
２
，０
０

０
人
雇
用
の
大
企
業
進
出
で

工
事
が
進
ん
で
い
る
等
々
、

新
春
ふ
る
里
岩
手
の
明
る
い

話
題
に
会
場
が
和
み
ま
し

た
。
懇
親
会
も
次
第
に
熱
気

が
漂
い
か
ん
高
い
な
ま
り
の

会
話
が
飛
び
交
う
会
場
で

は
、
10
数
年
振
り
の
意
外
な

人
と
の
出
会
い
も
あ
っ
た
り

で
楽
し
い
一
時
で
し
た
。

尚
「
第
44
回
岩
手
県
人
の

集
い
」
は
、
６
月
３
日
（
日
）

同
会
場
で
開
催
と
の
事
で

す
。

「
花
巻
産
直
市 

in 

平
塚
」

開
催

副
会
長　

畠
山　
秀

花
巻
産
直
市�

in�

平
塚
が

今
年
も
2
月
15
日
～
18
日
ま

で
の
4
日
間
、
平
塚
市
民
プ

ラ
ザ
で
開
催
さ
れ
、
天
候
に

も
恵
ま
れ
て
開
店
前
か
ら
多

く
の
お
客
様
で
店
頭
に
行
列

が
で
き
る
賑
わ
い
で
し
た
。

開
店
を
前
に
し
て
、
平
塚
市

友
好
都
市
提
携
委
員
長�

平

野
恵
美
子
様
か
ら
激
励
の
ご

（２）



２０１８年 6月 1日（金） 在 京 花 巻 人 第54号

挨
拶
が
あ
り
「
花
巻
市
と
友

好
都
市
を
提
携
し
て
今
年
で

33
年
を
迎
え
ま
す
が
、
多
く

の
平
塚
市
民
に
愛
さ
れ
る
産

直
市
と
し
て
定
着
で
き
た
こ

と
は
、
参
加
さ
れ
る
皆
さ
ん

の
努
力
の
賜
物
」
と
感
謝
さ

れ
ま
し
た
。
続
い
て
ご
挨
拶

の
白
金
豚
の
高
橋
社
長
よ

り
「
平
塚
市
民
に
一
層
喜
ん

で
頂
け
る
よ
う
に
頑
張
り
ま

す
」
と
の
お
言
葉
で
、
産
直

市
初
日
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。
金
婚
亭
の
キ
ム
チ
や
Ｊ

Ａ
花
巻
の
リ
ン
ゴ
な
ど
は
相

変
わ
ら
ず
の
人
気
で
終
日
特

に
混
ん
で
お
り
ま
し
た
が
、

15
年
前
平
塚
市
産
業
部
か
ら

強
い
要
請
を
受
け
て
、
Ｊ
Ａ

花
巻
の
藤
原
組
合
長
さ
ん
と

共
に
立
ち
上
げ
た
時
の
「
花

巻
物
産
展�

in�

平
塚
」
の
賑

わ
い
を
知
っ
て
い
る
在
京
会

メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
は
少
し

物
足
り
な
い
感
じ
の
す
る
産

直
市
の
ス
タ
ー
ト
で
し
た
。

湘
南
平
塚
市
民
の
皆
さ
ん
の

要
望
に
沿
う
産
直
市
に
す
る

こ
と
が
上
田
花
巻
市
長
の
掲

げ
る
交
流
人
口
の
拡
大
に
も

繋
が
る
も
の
と
今
後
一
層
の

発
展
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

宮
澤
賢
治
、新
渡
戸
稲
造

没
後
84
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
サ
ム
ラ
イ
・
武
士
道
を
読
む
」

に
参
加
し
て

去
る
4
月
1
日
（
日
）、

八
重
洲
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
本

店
8
階
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
お
い

て
、
表
題
の
講
演
と
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
が
あ
り
、
参
加
し
て

き
ま
し
た
。
主
催
は
北
上
ふ

る
さ
と
会
の
会
員
の
高
橋
富

子
さ
ん
が
主
宰
す
る
「
さ
ぎ

そ
う
の
会
」、
後
援
が
宮
澤

賢
治
学
会
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
セ

ン
タ
ー
と
鎌
倉
賢
治
の
会

で
し
た
。
新
渡
戸
稲
造
は

１
８
６
２
年
、
宮
澤
賢
治
は

１
８
９
６
年
生
ま
れ
で
年
齢

は
か
な
り
離
れ
て
い
る
の
で

す
が
、
亡
く
な
っ
た
の
は
奇

し
く
も
共
に
１
９
３
３
年
で

す
。プ

ロ
グ
ラ
ム
は
、
13
時

か
ら
二
人
の
バ
イ
オ
リ
ニ

ス
ト
、
チ
ェ
ン
バ
ロ
奏
者
、

チ
ェ
ロ
奏
者
の
4
人
に
よ
る

ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
が
あ
り
、

そ
の
後
13
時
40
分
こ
ろ
か
ら

「『
武
士
道
』
を
読
む
」
の
著

者
で
、
元
牧
師
で
エ
ッ
セ
イ

ス
ト
の
太
田
愛
人
氏
か
ら
講

演
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
本

に
は
、
新
渡
戸
稲
造
の
「
武

士
道
」
が
書
か
れ
た
背
景
や

内
容
に
い
か
に
岩
手
の
歴
史

や
人
物
が
深
く
関
わ
っ
て
い

る
か
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

太
田
氏
は
今
年
90
歳
で
す
が

大
変
お
元
気
で
、
稲
造
が
特

に
南
部
武
士
の
子
で
あ
っ
た

こ
と
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
で

あ
っ
た
と
い
う
視
点
か
ら

「
武
士
道
」
を
解
説
し
て
く

れ
ま
し
た
。

花
巻
へ
の
言
及
も
多
く
、

特
に
斎
藤
宗
次
郎
や
照
井
真

臣
乳
、
そ
れ
に
山
室
機
恵
子

と
い
っ
た
優
れ
た
キ
リ
ス
ト

者
を
輩
出
し
た
花
巻
の
ユ

ニ
ー
ク
さ
を
強
調
し
て
お
ら

れ
ま
し
た
。

宮
澤
賢
治
は
法
華
経
信
者

で
す
が
、
明
治
か
ら
大
正
の

花
巻
の
精
神
文
化
（
キ
リ
ス

ト
教
を
含
め
た
）
と
深
く
関

り
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
想

像
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

14
時
30
分
か
ら
は
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
、
宮
澤
賢
治
記
念

館
学
芸
員
の
牛
崎
敏
哉
氏
、

宗
教
学
者
の
大
角
修
氏
、
大

江
戸
探
索
会
会
長
の
菊
池
威

氏
、
そ
れ
に
司
会
も
兼
ね
た

台
湾
・
崇
右
影
芸
科
技
大
学

名
誉
教
授
の
千
葉
剛
氏
の
4

名
が
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
登

壇
し
ま
し
た
。
牛
崎
氏
は
、

新
渡
戸
傅
や
山
室
機
恵
子
に

言
及
し
な
が
ら
、
明
治
維
新

後
の
花
巻
は
新
し
い
考
え
方

や
文
化
が
ど
っ
と
入
り
込
む

中
で
、
稲
造
や
賢
治
を
生
ん

だ
と
解
説
。
大
角
氏
は
全
品

現
代
語
訳
法
華
経
の
著
者
で

す
が
、
明
治
・
大
正
の
日
本

人
の
精
神
の
変
遷
に
合
わ
せ

て
稲
造
と
賢
治
の
作
品
を
位

置
づ
け
て
い
ま
し
た
。
菊
池

氏
は
、
賢
治
の
「
雨
ニ
モ
マ

ケ
ズ
」
の
文
末
に
あ
る
「
南

無
妙
法
蓮
華
経
」
や
、
稲
造

の
「
世
渡
り
の
道
」
に
注
目

し
て
い
る
と
述
べ
て
い
ま
し

た
。
千
葉
氏
は
、
三
島
由
紀

夫
の
「
葉
隠
れ
入
門
」
や
市

谷
駐
屯
地
で
撒
か
れ
た
「
檄

文
」
を
取
り
上
げ
、
真
の
武

士
道
と
死
に
つ
い
て
問
題
提

起
さ
れ
ま
し
た
。
四
氏
そ
れ

ぞ
れ
の
観
点
か
ら
の
お
話
は

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で

お
り
、
し
か
も
幅
が
広
く
、

テ
ー
マ
の
深
さ
を
考
え
さ
せ

る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
し
た
。

在
京
花
巻
人

会
長　

瀬
川　
紘
一

今
年
も
在
京
石
鳥
谷
町
人

会
企
画
に
よ
る
「
お
花
見
ク

ル
ー
ズ
」
が
、
去
る
4
月
8

お
花
見
ク
ル
ー
ズ
に

参
加
し
て

日
（
日
）
に
挙
行
さ
れ
、
在

京
花
巻
ふ
る
さ
と
会
の
大

迫
、
石
鳥
谷
、
東
和
、
花
巻

の
各
ふ
る
さ
と
会
の
会
員
約

30
名
が
参
加
し
楽
し
み
ま
し

た
。
お
花
見
ク
ル
ー
ズ
は
日

本
橋
発
着
の
１
０
０
分
の
桜

周
遊
ク
ル
ー
ズ
で
、
私
達
は

正
午
12
時
に
乗
船
、
今
年
は

既
に
桜
は
散
っ
て
葉
桜
と

な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
好
天

に
恵
ま
れ
楽
し
い
ク
ル
ー
ズ

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
日

は
、
た
ま
た
ま
日
本
橋
の
生

誕
日
4
月
3
日
を
祝
っ
て
行

わ
れ
る
「
日
本
橋
祭
り
」
が

行
わ
れ
て
い
て
、
乗
船
前
に

消
防
音
楽
隊
の
演
奏
も
楽
し

む
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

コ
ー
ス
は
、
日
本
橋
川
を

後
楽
園
ま
で
遡

り
神
田
川
に
入

り
隅
田
川
ま
で

下
り
、
隅
田
川

を
永
代
橋
ま
で

下
っ
て
大
横
川

に
入
り
、
戻
っ

て
佃
大
橋
の
手

前
か
ら
亀
島
川

に
は
い
り
日
本

橋
に
戻
り
ま
し

た
。
桜
は
み
ら

れ
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
大
横
川

で
は
船
上
の
新

内
流
し
に
出
会

う
ハ
プ
ニ
ン
グ

も
あ
り
、
ガ
イ
ド
の
名
調
子

で
楽
し
く
江
戸
か
ら
東
京
へ

の
歴
史
の
痕
跡
を
た
ど
る
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。

ク
ル
ー
ズ
の
後
は
、
日
本

橋
の
た
も
と
で
住
所
も
中
央

区
日
本
橋
1

－

1

－

1
、
店

名
も
「
ニ
ホ
ン
バ
シ
イ
チ
ノ

イ
チ
ノ
イ
チ
」
と
い
う
洒
落

た
レ
ス
ト
ラ
ン
で
飲
み
放
題

の
ラ
ン
チ
二
次
会
と
な
り
ま

し
た
。
在
京
石
鳥
谷
町
人
会

の
高
橋
弘
美
会
長
の
乾
杯
で

宴
が
ス
タ
ー
ト
、
料
理
も
お

酒
も
一
級
品
で
一
同
大
い
に

楽
し
み
盛
り
上
が
り
ま
し

た
。
二
次
会
の
最
後
は
、
在

京
東
和
町
友
会
の
蟹
沢
会
長

の
音
頭
で
三
本
締
め
で
中
締

め
と
な
り
ま
し
た
。

（３）
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任期満了に伴う花巻市長選挙は１月21日に告示さ
れ、上田東一氏のほかに届け出がなかったため無投
票となりました。１月28日、選挙会が行われ同氏を
当選人として決定。１月29日、奥山隆市選挙管理委
員会委員長から当選証書が付与されました。市民の
期待を担う上田市政、2期目のスタートです。
上田市長は、市長就任後ただちに「花巻市人口ビ
ジョン�花巻市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の
策定に取り組みました。この中長期ビジョンのもと、
市政の重点項目として「産業振興が図られ、仕事と
賑わいのあるまち」「子育て・教育環境が整い、子供
がたくましくそだつまち」「必要な医療や福祉サービ
スが受けられ、安心してくらせるまち」「豊かな文
化が薫り、スポーツ活動がかっぱつなまち」「緑豊か
な自然環境が守られ、災害への備えを怠らないまち」
の五項目を挙げ取り組みを進めてきました。
さらに、「立地適正化計画」を全国３番目に策定す

るなど、着々と
「元気なまち花巻
市の復活」へ向
けて具体的な施
策を実行に移し
つつあります。
花巻地域の中心
市街地の活性化
に向けて国の支
援事業を活用するなど、中央ともしっかりと連携し
ており、無投票による当選は当然とみられています。
今後４年間、総合花巻病院の移転、災害公営住宅
の整備などの具体的なプロジェクトの推進、農業・
観光・商工業の振興や幹線交通の維持などによる市
民の利便性・安全の確保、子育て支援の充実などで
の手腕が期待されます。
　� （広報はなまき２/15号から）

≪はなまき　あれこれ≫

元気な町花巻市の復活を目指して

花巻の冬の風物詩「元祖！わんこそば全日本大会」
は、今年で60回の節目を迎え、２月11日文化会館で
盛大に開催されました。今年は記念イベントとして
全国6か所と香港、台湾、それに最終戦として花巻
場所が開催され、各優勝者（横綱）が全日本大会に
出場し「地方場所千秋楽横綱対決」が行われました。
全日本大会の個人の部、小学生の部、一般団体の
部の３部門には約180人の胃袋自慢が
参加し、行司の「食ぇ、食ぇ、飲め、
飲め」の掛け声や、応援団の声援を受
けながら、それぞれのペースでそばを
流し込んでいました。「地方場所千秋楽
横綱対決」では、地方予選優勝者9名
と前回優勝者の合計10名が激突、結果
は前回優勝者の井本英明さん（神奈川
県）が253杯で５連覇を果たしました。
ところで、花巻名物元祖わんこそば

ですが、花巻市内に四か所楽しめる店舗があります。
明治37年創業の「嘉司屋」（東町）、大正12年創業
の「やぶ屋」（吹張町）、金婚漬で有名な「金婚亭」（西
宮野目）、そして銀河鉄道の夜をモチーフにした「銀
河プラザ山猫軒」（新花巻駅前）です。帰郷の際に一
度試してみてはいかがですか。
� （広報はなまき3/1号、花日和2017冬号より）

「第60回わんこそば全日本大会」開催される

昨年11月16日、盛岡市で行われた都市計画全国大
会において立地適正化計画を策定した花巻市が都市
計画協会の会長賞を受賞しました。大会では、盛南
開発による交流拠点づくりが評価された盛岡市、オ
ガールプロジェクトによる公民連携手法のまちづく
りが評価された紫波町と共に、花巻市の取り組みが
高く評価され受賞したものです。
立地適正化計画は、人口減少、財政・交通問題を
抱える都市において持続可能なまちづくりを進める
ために策定される計画。花巻市の計画については会

報でも何度か取り上げていますが、一昨年６月に全
国で３番目、東北では初めてとなる計画を発表して
います。
市は計画に基づき市街地の活性化や市内４地域の
サービス拠点の維持、公共交通網の確保に取り組ん
でいます。今後は、総合花巻病院の移転支援や新花
巻図書館の整備、くつろぎと交流の創出拠点となる
広場の整備のほか、JR東日本と共に花巻駅の橋上化
などの可能性について検討を始める予定とのことで
す。� （広報はなまき12/15号より）

花巻市立地適正化計画が都市計画協会長賞を受賞

（４）
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「イーハトーブフェスティバル」や多くのイベント
が開催され、賢治の学校などで賑わいを見せている
童話村。在京花巻人会が17年前に、15周年を記念し
て植樹をおこなったところでもありますが、皆さん
も一度は訪ねたことがあると思います。

その宮澤賢治童話村が
「訪れてみたいアニメ聖地
88（2018年版）」の一つ
に、県内から唯一選定さ
れました。選定したのは
「一般社団法人アニメツー
リズム協会」で、アニメ
や漫画の舞台、モデルと
なった地域・場所、或い
は作家ゆかりの街や生家、
記念館や施設等を指定し

ています。童話村は、
賢治作品がアニメ化
されていることから
「作家ゆかりの施設」
という位置づけで選
出されています。
同協会はアニメの
聖地を核に、地域の
名所や名産品を巡る
観光ルート造成を計
画しており、童話村
にも聖地認定プレー
トや御朱印（スタンプ）が設置される予定とのこと
です。現在童話村では野外ステージの改修工事も始
まっており、さらなる賑わいが期待されます。
� （広報はなまき1/15号から）

昨年12月9日から今年の1月28日まで、花巻市の
五つの文化施設で「イーハトーブの先人たち」を
テーマに本庁生涯学習課による共同企画展が開催さ
れましたが、ふるさとの先人や功績を学べるという
ことで、多くの市民から大きな関心が寄せられまし
た。
共同企画展の内容は、新渡戸記念館では「稲造の
曽祖父・新渡戸維民」、萬鉄五郎記念美術館では「寺
島貞志＜戦後の歩み＞展」、花巻市博物館では「及川
全三と岩手ホームスパン」、総合文化センター（大迫
支所）では「大迫の歴史をつくった先人たち」、高村
光太郎記念館では「高村光太郎・書の世界」と多彩
な内容でした。

各施設とも市内の小中高校
生や富士大学生は「学生証」
の提示で無料、スタンプラ
リーも行われ共同企画展会
期中は開催館5館の内3館の
スタンプを集めた人に記念
品が送呈されました。バス
ツアーも企画され、12月14
日と1月12日に参加料・入館
料無料、それぞれ30名の参
加で実施されました。
　　（広報はなまき他から）

３月23日開催された大会に昨年秋東北大会準優勝
の花巻東が出場しました。今回選抜３回目の出場で
初出場は2009年菊池雄星を擁して準優勝、２回目は
2012年大谷翔平が引っ張り、今回は多彩な投手を
揃えて望んだ大会でした。今回もベンチ入りした18
名は全員県内の選手でした。初戦は愛知の東邦高校
（選抜29回出場の強豪校）で試合が始まると前半で
５点を取り有利に試合を進めるが、後半の追い上げ
をなんとか抑えて５対３で勝利。２戦は滋賀の彦根
東と対戦。投手戦となり花巻東は９回までノーヒッ
トノーランで完全に抑えられていたが10回にヒット
２本で１点を取り、なんとか勝利しベスト８に進出。
準々決勝は選抜連覇を狙う大阪桐蔭、やはり前評判
通りの選手が活躍し完敗で、結果は大阪桐蔭が優勝。
花巻東高は第100回となる夏の大会出場を目指し、

昨年の秋から特に投手の練習に力を入れていたとの
こと。夏の甲子園出場も期待しながら応援した今選
抜大会でした。� （花巻東高のファン）

ぐるっと花巻再発見　－イーハトーブの先人たち－

宮澤賢治童話村「アニメ聖地88」に選定

花巻東　第90回選抜甲子園大会に出場

賢治の学校
「ファンタジックホール」

宮沢賢治童話村と賢治の学校

（５）
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昔
の
花
巻
商
人
（
前
篇
）

思
い
出
コ
ー
ナ
ー

思
い
出
コ
ー
ナ
ー

梅
津　
興
三

（
昭
和
31
年
花
中
卒
）

１
．
町
の
始
ま
り

花
巻
の
四
日
町
に
北
松
斉

親
子
に
よ
り
「
市
」
が
開
か

れ
（
文
禄
２
年
、
１
５
９
３

年
）、
そ
の
時
が
花
巻
の
開

町
と
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
丁
度

４
２
５
年
間
経
ち
ま
す
。
太

閤
秀
吉
の
連
合
軍
の
支
援
の

下
で
、
南
部
藩
が
三
戸
南
部

（
信
直
）
を
中
心
に
統
一
さ

れ
た
の
が
、
そ
の
２
年
前
の

天
正
19
年
（
１
５
９
１
年
）。

そ
れ
ま
で
こ
の
地
を
統
治
し

て
い
た
稗
貫
氏
は
伊
達
政
宗

の
動
き
を
見
つ
つ
親
類
筋
の

和
賀
氏
・
葛
西
氏
と
共
に
秀

今
回
の
思
い
出
コ
ー
ナ
ー

は
、
特
別
編
と
し
て
私
達
の

思
い
出
コ
ー
ナ
ー
の
舞
台
と

な
っ
て
い
る
「
花
巻
」
と
い

う
町
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て

の
お
話
で
す
。
梅
津
興
三
氏

が
2
年
前
に
花
巻
信
用
金
庫

で
講
演
し
た
内
容
に
加
筆
・

修
正
し
た
も
の
を
、
今
回
2

回
に
分
け
て
掲
載
さ
せ
て
頂

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
お

楽
し
み
下
さ
い
。（
編
集
部
）

吉
参
陣
（
小
田
原
城
攻
め

時
）
を
怠
っ
た
た
め
取
り
潰

し
と
な
り
（
奥
州
仕
置
）、

稗
貫
・
和
賀
地
域
は
新
た
な

南
部
藩
の
所
領
に
。
そ
の
時

秀
吉
５
奉
行
の
筆
頭
格
で
あ

る
浅
野
長
政
（
長
吉
）
が
花

巻
に
関
わ
る
重
要
な
指
示
を

３
つ
行
い
ま
し
た
。

１
つ
は
、
こ
れ
か
ら
の
南

部
藩
の
本
拠
の
城
は
三
戸
で

な
く
、
南
の
不
来
方
城
（
三

戸
南
部
の
家
臣
福
士
氏
の
居

城
、
後
の
盛
岡
）
に
移
し
な

さ
い
。
三
戸
の
よ
う
な
山
城

で
は
太
閤
殿
下
に
疑
わ
れ
ま

す
し
、
こ
れ
か
ら
は
開
け
た

土
地
に
平
城
を
築
き
町
を
発

展
さ
せ
る
こ
と
。
２
つ
目

は
、
南
の
国
さ
か
い
の
鳥

谷
ヶ
崎
城
（
花
巻
城
）
を

し
っ
か
り
と
し
た
城
に
し
、

そ
の
あ
る
じ
に
は
九
戸
南
部

征
伐
時
に
最
も
武
勇
優
れ
た

北
秀
愛
に
し
な
さ
い
。
た
だ

秀
愛
は
戦
い
の
傷
で
数
年
後

に
亡
く
な
り
、
あ
と
を
父
親

の
信
愛
（
北
松
斉
）
が
引
き

継
ぎ
ま
し
た
が
、
こ
の
北
松

斉
は
南
部
藩
随
一
の
優
れ
た

家
老
で
、
伊
達
政
宗
も
彼
に

は
一
目
も
二
目
も
置
い
て
、

北
松
斉
の
花
巻
城
を
潰
せ
ば

南
部
を
潰
せ
る
と
常
に
言
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。
３
つ
目

は
、
自
分
（
浅
野
長
政
）
の

家
来
を
召
し
抱
え
て
は
と
強

制
し
ま
し
た
。
そ
の
後
南
部

藩
の
浅
野
10
人
衆
と
し
て
活

躍
し
、
そ
の
浅
野
10
人
衆
の

家
来
が
豊
沢
川
南
（
今
の
桜

町
）
の
同
心
屋
敷
に
居
住
し

ま
し
た
。

こ
れ
ら
３
つ
は
す
べ
て
伊

達
正
宗
を
北
の
方
か
ら
牽

制
、
今
流
の
言
葉
で
は
、
伊

達
藩
へ
の
抑
止
力
そ
の
も
の

で
す
。
お
そ
ら
く
秀
吉
が
天

下
統
一
後
で
も
最
も
警
戒
し

た
の
は
伊
達
正
宗
で
あ
り
、

事
実
、
和
賀
氏
・
大
迫
氏
・

葛
西
氏
の
残
党
及
び
農
民
一

揆
の
反
乱
に
は
常
に
伊
達
の

濃
い
影
が
あ
り
、
そ
の
鎮
圧

に
は
南
部
藩
は
非
常
に
手
こ

ず
り
ま
し
た
。
花
巻
城
と
町

中
は
2
度
に
わ
た
っ
て
戦
場

と
な
り
、
最
後
の
戦
い
は
岩

崎
城
（
現
北
上
市
岩
崎
）、

和
賀
氏
・
大
迫
氏
は
こ
の
岩

崎
城
で
滅
亡
し
ま
し
た
が
、

こ
れ
ら
の
戦
い
で
の
北
松
斉

親
子
の
活
躍
は
目
覚
ま
し
い

も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
伊
達
藩
に

面
し
た
南
部
藩
南
端
と
い
う

花
巻
の
地
政
学
的
な
位
置
付

け
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で

そ
の
後
成
長
し
て
い
く
花
巻

商
人
の
気
質
の
要
因
・
背
景

に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。

こ
う
し
た
政
治
状
況
の
中

で
、
北
松
斉
親
子
は
そ
れ
ま

で
の
土
塁
に
過
ぎ
な
か
っ
た

堀
を
深
く
掘
り
下
げ
て
水
を

入
れ
防
御
体
制
を
強
め
る
と

と
も
に
、
花
巻
の
町
と
し
て

の
経
済
的
発
展
に
も
采
配
を

発
揮
し
、
戦
場
か
ら
離
散
し

て
い
た
人
（々
町
民
・
農
民
）

を
御
触
れ
等
で
戻
し
、
四
日

町
の
市
に
続
い
て
川
口
町

（
里
川
口
）
に
八
日
市
（
今

の
上
町
）、
更
に
一
日
市
を

開
い
た
他
、
近
郊
の
寺
を
町

に
移
転
さ
せ
、
例
え
ば
安
浄

寺
を
湯
口
か
ら
、
光
徳
寺
を

太
田
・
根
子
か
ら
、
専
念
寺

を
鍋
倉
か
ら
な
ど
、
妙
円
寺

と
広
隆
寺
の
ご
住
職
の
話
し

で
は
、
旧
川
口
町
（
現
花
巻

病
院
・
坂
本
町
よ
り
南
）
の

寺
は
殆
ん
ど
北
松
斉
が
花
巻

に
来
て
か
ら
と
の
こ
と
。
市

と
寺
が
あ
れ
ば
、
順
次
人
々

は
自
然
と
集
ま
っ
て
き
ま

す
。

２
．
大
迫
の
存
在

と
こ
ろ
で
私
の
最
近
の
調

べ
で
は
、
花
巻
の
商
業
の
発

展
に
は
更
に
「
大
迫
」
の
存

在
が
大
き
か
っ
た
と
思
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
花
巻
の

四
日
町
の
市
が
開
か
れ
る

前
、
稗
貫
氏
の
時
代
に
、
こ

の
地
域
に
既
に
４
つ
の
市
が

あ
り
、
太
田
清
水
寺
の
門
前

市
、
稗
貫
氏
の
菩
提
寺
で
あ

る
大
興
寺
近
く
の
八
日
市

（
現
在
の
八
日
市
）、
そ
れ
に

大
迫
の
九
日
市
（
こ
れ
が
岩

手
最
古
の
市
場
と
言
わ
れ
て

い
る
）
と
、
亀
が
森
の
三
日

市
で
し
た
。
大
迫
と
亀
が
森

と
は
隣
り
合
わ
せ
で
す
。
購

買
力
の
あ
る
人
々
が
大
迫
・

亀
が
森
地
域
に
数
多
く
住
ん

で
い
た
と
推
測
さ
れ
、
そ
の

時
点
で
の
早
池
峰
の
山
岳
信

仰
、
三
陸
海
岸
地
域
と
の
交

通
要
路
と
い
う
だ
け
で
は
納

得
し
か
ね
ま
す
。

や
は
り
、
大
迫
地
域
の
金

山
で
す
。

別
図
は
、
昭
和
60
年
頃
発

行
さ
れ
た
大
迫
町
史
、
産
業

編
の
中
か
ら
コ
ピ
ー
し
た
も

の
で
す
。
如
何
に
こ
の
地
域

に
金
山
、
主
に
砂
金
で
す

が
、
多
か
っ
た
か
一
目
瞭
然

で
す
。
幾
つ
か
の
岩
手
の
歴

史
・
金
山
に
か
か
わ
る
本
を

読
み
ま
す
と
、
平
泉
藤
原
三

代
以
前
・
以
降
で
も
、
岩
手

県
南
か
ら
大
迫
地
域
ま
で
金

山
が
存
在
し
て
お
り
ま
し
た

が
、
南
部
藩
統
一
後
の
１
５

９
４
年
頃
か
ら
大
迫
で
大
き

な
金
山
（
八
木
沢
）
が
見
つ

か
り
、
そ
れ
以
降
も
小
規
模

な
が
ら
金
山
が
見
つ
か
っ

て
、
藩
と
し
て
は
金
山
奉
行

を
お
い
た
り
、
専
門
家
の
金

山
師
に
請
負
せ
た
り
し
ま
し

た
。
一
方
で
は
「
や
ま
せ
」

が
多
く
常
時
苦
し
い
南
部
藩

の
財
政
で
し
た
が
、
こ
れ
ら

の
金
山
に
よ
っ
て
藩
の
財
政

は
大
き
く
支
え
ら
れ
た
と
思

わ
れ
ま
す
。
最
盛
期
に
は
、

隣
り
の
紫
波
佐
比
内
を
含

め
、
山
師
大
工
が
１
万
人
以

上
、
傾
城
（
遊
女
）
５
０
０

人
、
内
川
目
の
猫
底
だ
け
で

長
屋
２
０
０
軒
、
な
ど
と
言

わ
れ
て
お
り
ま
す
（
厚
朴
金

山
覚
書
状
）。
そ
の
時
期
に

こ
の
地
域
で
ど
れ
だ
け
の
人

口
だ
っ
た
の
か
…
…
最
盛
期

に
は
２
万
人
以
上
で
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

ま
す
。

南
部
の
殿
様
（
利
直
）
が

遠
野
の
近
く
ま
で
鷹
狩
り
と

称
し
て
、
実
際
は
途
中
、
大

迫
（
金
山
）
を
視
察
し
、
宿

場
町
と
し
て
の
体
裁
作
り

（
真
っ
す
ぐ
な
街
並
み
）
を

指
示
し
ま
し
た
（
金
山
で
財

を
成
し
た
大
信
田
源
右
衛
門

が
そ
の
指
示
に
従
っ
て
活

躍
）。
ま
た
北
松
斉
は
亡
く

な
る
直
前
、
南
部
の
殿
様
に

「
最
後
の
ご
奉
公
と
な
る
が
、

大
迫
金
山
は
ほ
ど
ほ
ど
に
掘

る
よ
う
に
、
そ
う
で
な
い
と

あ
れ
こ
れ
理
由
を
つ
け
て
国

替
え
を
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
公

（６）
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儀
（
幕
府
）
は
南
部
の
金
山

を
狙
っ
て
お
り
ま
す
」
と
言

い
残
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お

り
ま
す
。
金
山
の
坑
夫
の
募

集
は
、
江
戸
、
仙
台
で
は
一

切
や
ら
な
い
よ
う
に
し
て
い

た
と
か
、
徳
川
将
軍
の
交
代

時
に
は
全
国
で
石
高
の
検
査

が
あ
り
、
南
部
藩
で
は
盛

岡
・
花
巻
の
他
必
ず
大
迫
に

も
立
ち
寄
る
が
（
あ
る
時
期

ま
で
は
遠
野
ま
で
）、
そ
の

際
検
査
す
る
人
が
通
る
道
の

側
に
発
掘
中
の
金
山
が
あ
れ

ば
急
遽
閉
鎖
す
る
と
か
、
南

部
藩
直
轄
の
岳
妙
泉
寺
の
不

思
議
な
役
割
り
な
ど
…
…
。

最
盛
期
以
降
は
生
産
量
が

減
少
し
ま
し
た
が
、
南
部
藩

と
し
て
は
出
来
る
だ
け
目
立

た
ぬ
よ
う
に
幕
末
ま
で
掘
り

続
け
て
い
た
よ
う
で
す
。

私
は
か
ね
が
ね
、
小
さ
い

頃
か
ら
お
年
寄
り
や
い
ろ
ん

な
人
か
ら
聞
い
て
、
大
迫
に

親
戚
も
い
て
、
大
迫
と
い
う

町
は
不
思
議
な
所
だ
と
思
っ

て
お
り
ま
し
た
。

・
戦
国
時
代
に
、
稗
貫
氏
の

軍
が
大
迫
・
亀
が
森
氏
の

連
合
軍
に
蹴
散
ら
さ
れ
て

い
る

・
山
あ
い
の
地
で
あ
り
な
が

ら
、
昔
か
ら
大
迫
に
は
金

持
ち
が
い
る
、
ま
た
花

巻
・
盛
岡
間
の
丁
度
真
ん

中
の
日
詰
・
彦
部
に
財
を

成
し
た
多
く
の
人
が
い
た

・
色
鮮
や
か
な
早
池
峰
神
楽

が
長
年
伝
承
さ
れ
て
い

る
、
金
掘
り
と
い
う
演
目

も
・
絢
爛
豪
華
な
お
雛
様

・
大
迫
美
人
、
優
秀
な
お
婿

さ
ん
が
大
迫
か
ら
沢
山
花

巻
へ

以
上
の
よ
う
な
疑
問
点

は
、
従
来
か
ら
の
宿
場
町
と

山
岳
信
仰
・
江
戸
時
代
の
煙

草
・
明
治
時
代
の
生
糸
等
だ

け
で
は
理
解
出
来
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
古
く
か
ら
の
大

迫
の
金
山
・
砂
金
の
存
在
に

よ
り
、
な
る
ほ
ど
と
思
え
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
人
々

が
各
地
か
ら
集
ま
っ
て
き
て

活
力
が
生
じ
、
そ
し
て
外
で

は
目
立
た
な
い
よ
う
に
家
の

中
で
は
豪
華
に
、
と
い
う
こ

と
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。

日
本
最
初
の
重
要
無
形
民

俗
文
化
財
で
あ
り
、
ユ
ネ
ス

コ
に
も
登
録
さ
れ
て
い
る
早

池
峰
神
楽
、
そ
れ
に
町
中
で

の
各
商
家
の
豪
華
な
お
雛

様
、
こ
れ
ら
は
立
派
な
文
化

遺
産
で
す
。
日
本
・
世
界
ど

こ
で
も
、
文
化
遺
産
・
文
化

力
の
あ
る
所
に
は
、
必
ず
か

つ
て
は
大
き
な
経
済
力
が

あ
っ
た
こ
と
は
歴
史
的
に
明

ら
か
な
こ
と
で
す
。
花
巻
の

町
中
で
あ
の
よ
う
な
お
雛
様

を
も
っ
て
い
る
商
家
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。(

せ
い
ぜ

い
大
迫
の
名
家
か
ら
嫁
入
り

し
て
き
た
大
津
屋
さ
ん
ぐ
ら

い)

ま
た
、
大
迫
金
山
に
つ
い

て
、
最
近
、
大
迫
の
歴
史
研

究
家
の
小
野
義
春
氏
、
中
村

良
幸
氏
、
両
川
典
子
氏
や

エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ン
社
長
の
藤

舘
昌
弘
氏
と
お
話
し
す
る
機

会
が
あ
り
、
益
々
そ
の
思
い

が
強
ま
り
ま
し
た
。
そ
の
中

で
藤
舘
氏
か
ら
は
「
宮
城
県

北
部
に
行
く
と
、
一
迫
（
い

ち
は
さ
ま
）
川
、
二
の
迫

川
、
三
の
迫
川
、
合
流
し
て

迫
川
、
地
名
に
迫
と
い
う
所

も
あ
り
、
昔
々
「
迫
」
族
と

い
う
金
を
求
め
て
動
く
武
士

集
団
が
あ
り
、
そ
の
一
族

が
北
上
し
て
早
池
峰
山
麓

で
、
こ
ん
な
に
砂
金
が
あ
る

の
だ
か
ら
、
大
き
な
迫
、
と

な
っ
た
の
で
は
…
…
」
と
い

う
興
味
深
い
お
話
を
伺
い
ま

し
た
。
そ
の
後
東
京
に
戻
る

途
中
、
く
り
こ
ま
高
原
駅
で

レ
ン
タ
カ
ー
を
借
り
て
、
そ

の
迫
川
流
域
を
見
て
回
り
ま

し
た
。
古
く
は
奈
良
時
代
に

日
本
で
初
め
て
金
が
遠
田
郡

黄
金
迫
（
今
の
涌
谷
町
）
で

発
見
さ
れ
、
そ
の
後
宮
城
県

北
部
か
ら
北
上
川
流
域
・
北

上
山
地
・
気
仙
地
域
・
奥
羽

山
脈
東
側
に
わ
た
っ
て
大
小

様
々
な
金
山
・
砂
金
が
見
つ

か
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
坂

上
田
村
麻
呂
・
前
九
年
の

役
・
後
三
年
の
役
・
藤
原
三

代
な
ど
は
、
金
に
ま
つ
わ
る

歴
史
で
あ
る
と
改
め
て
思
い

ま
し
た
。

宮
城
県
北
か
ら
岩
手
中
部

地
域
で
は
、
今
で
も
「
金
」

の
つ
く
地
名
・
川
が
、
金

成
・
金
目
・
黄
金
堂
や
金
流

川
・
金
生
川
な
ど
、
数
多
く

あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
16
世

紀
末
か
ら
の
大
迫
・
佐
比
内

地
域
で
の
金
山
・
砂
金
発
見

に
よ
り
、
こ
れ
ら
地
域
の

「
衣
食
」
は
ど
う
だ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
山
あ
い
の
地

域
で
あ
る
の
で
、
自
給
自
足

的
な
経
済
活
動
は
な
か
な
か

難
し
い
と
推
定
さ
れ
、
こ
れ

ら
地
域
へ
の
、
米
（
稗
・
粟

を
含
み
）・
味
噌
・
し
ょ
う

ゆ
・
お
酒
、
そ
れ
に
坑
夫
用

の
古
着
衣
類
そ
の
他
生
活
用

品
等
の
供
給
を
考
え
る
と
、

当
時
は
大
迫
・
花
巻
・
盛
岡

の
（
い
び
つ
で
は
あ
る
が
）

三
角
形
デ
ル
タ
経
済
圏
が
形

成
さ
れ
て
い
た
、
と
想
定
せ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
大
迫
に

近
い
新
堀
・
石
鳥
谷
・
宮
野

目
・
八
重
畑
・
小
山
田
・
土

沢
等
か
ら
の
食
糧
供
給
は
間

違
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
し
、
更
に
こ
れ
ら
地
域
の

人
々
が
そ
の
分
豊
か
に
な
っ

て
購
買
力
を
高
め
、
そ
れ
が

花
巻
商
人
の
成
長
に
貢
献

し
、
謂
わ
ば
直
接
的
の
み
な

ら
ず
間
接
的
に
も
大
迫
の
存

在
は
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。

南
部
牛
追
い
唄
の
、
西
も

東
も
金
の
山
、
東
の
金
の
山

は
大
迫
・
早
池
峰
山
麓
で

し
ょ
う
。

な
お
、
花
巻
開
町
か
ら
３

８
０
年
ぐ
ら
い
前
（
藤
原
三

代
の
滅
亡
後
）
の
話
し
と
な

り
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
の
高

弟
子
「
是
信
房
（
ぜ
し
ん
ぼ

う
）」
が
師
の
指
示
に
従
っ

て
奥
羽
地
方
の
布
教
に
赴
き

ま
し
た
。
出
羽
（
大
曲
地

域
）、
和
賀
中
笹
間
（
今
の

花
巻
市
）
等
を
経
て
、
最
終

的
に
は
紫
波
彦
部
（
新
堀
の

北
）
で
地
元
有
力
者
の
支
援

を
得
て
、
本
誓
寺
を
建
立

し
（
建
保
３
年
、
１
２
１
５

年
）、
こ
の
地
域
で
浄
土
真

宗
を
広
め
ま
し
た
。
本
誓
寺

は
そ
の
後
、
紫
波
氏
の
日

詰
、
南
部
氏
の
盛
岡
に
移
転

さ
せ
ら
れ
、
現
在
は
盛
岡
で

岩
手
の
浄
土
真
宗
の
中
心
の

本
寺
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

彦
部
本
誓
寺
の
跡
地
に
立
つ

と
、
西
に
北
上
川
、
東
は
北

上
山
地
（
大
迫
・
佐
比
内
）

が
迫
り
、
そ
れ
ほ
ど
農
地
が

拓
け
て
い
る
所
で
は
な
く
、

出
羽
・
笹
間
等
の
経
由
地
と

比
較
す
れ
ば
明
ら
か
で
す

が
、
布
教
対
象
の
人
々
に
は

農
業
に
携
わ
っ
て
い
る
人
々

だ
け
と
は
考
え
難
く
、
や
は

り
昔
か
ら
の
早
池
峰
山
麓
の

砂
金
・
金
山
の
従
事
者
が
数

多
く
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

�

（
続
く
）

稗貫川水系と金山所在地

早池峰山

盛岡へ

花巻へ
遠野へ

大迫町

（７）



２０１８年 6月 1日（金）在 京 花 巻 人第54号

今年で８回目を迎える復興支援ツアーは、今回は在京大迫人会が幹事となり「おおはさまワインまつりと気仙沼の
旅」と銘打って９月に実施されます。復興支援ツアーにご関心をお持ちの方は、在京花巻人会副会長高橋良光までご
連絡下さい。
旅程：９/15（土）　�８：10�鍛冶橋駐車場集合　８：30�出発�➡�北上市みちのく民俗村�➡�湯の杜ホテル志戸平泊
　　　９/16（日)　�８：30�ホテル発�➡�高村光太郎記念館�➡�大迫向山森林公園�➡�記念碑「郷愛」にて記念撮影�

➡�ワインまつり（早池峰神楽、ワイン娘ブドウ踏みなど見学）➡�桂林寺�➡�気仙沼温泉プラ
ザホテル泊

　　　９/17（月)　�８：30�ホテル発�➡�唐桑半島ビジターセンター・津波体験館�➡�国民宿舎からくわ荘にて昼食�
➡�13：30頃出発�➡�19：00頃�東京駅前着�解散

参加費：40,000円（２泊３日６食付き）　　参加募集人員：44名� （高橋良光　090-5448-8198）

ふるさと復興支援ツアーも今年で８回目を迎え、幹事が各在京ふるさと会を二巡したところで、新たな形にしよう
と在京花巻ふるさと会の役員会で検討をしてきました。その結果、来年は花巻祭りを中心に旅程を組むことが決ま
り、在京花巻人会が幹事を務めることになりました。来年の事でもありまだ未定の部分も多くありますが、在京花巻
人会の会員には是非沢山の方に参加して頂きたく、ツアーの概要をお知らせ致します。具体的な旅程の内容は、今後
変更がありえますことをご諒解下さい。
旅行期間：2019年９月13日（金）～９月15日（日）　２泊３日　参加者50名予定
費　　用：未定（見通しがつきしだいお知らせします。）
旅　　程：９/13（金）� 東京駅９時集合　やまびこ45号９：45東京駅発
� 新花巻駅12：41到着　13：30～ 15：30花巻郷土芸能祭見物
� 17：30 ～ 19：30　懇親宴会
� 20：00 ～ 21：00　群舞かがり火鹿踊見物　　花巻温泉泊
　　　　　９/14（土）� 10：00 ～ 11：30　花巻祭り特産品フェア（花巻市民体育館）
� 17：00 ～ 19：00　お祭り広場屋台村（エセナ跡地）などで夕食
� 19：10 ～ 21：00　花巻まつり見物　　ホテルグランシェール泊
　　　　　９/15（日）� 10：00 ～ 14：30　土澤祭り見物　
� 新花巻駅はやぶさ106号16：19発　東京駅18：56着

第８回ふるさと復興支援ツアーのお知らせ

「花巻祭りツアー 2019」実施のお知らせ

第23回歩こう会開催のお知らせ花巻人会親睦交流会
既にチラシを入手している方も多いと思いますが、第23回の歩こう会の開催をお知らせ致します。今回
は、「新宿御苑から千駄ヶ谷をめぐり明治神宮へ」というテーマで実施します。奮ってご参加下さい。
日　　時：平成30年５月26日（土）　小雨決行
集合場所：JR新宿駅南口を出て目の前の甲州街道を渡り新南口に集合
集合時間：午前10時（解散は16時頃�JR代々木駅前、二次会も代々木駅前の店を予定）

岩手県人連合会
第20回記念ゴルフ大会のご案内

開催日　平成30年10月10日（水）
会　場　紫カントリークラブ（あやめ36）
　　　　〒278-0003　千葉県野田市鶴奉463-1
　　　　☎�04-7124-1177
募集人員　180名

参加費用　�参加費5,000円�� プレー費12,500円（セルフ
カート・昼食・ドリンク付き）

締め切り　平成30年８月31日
問合せ先　高橋千代吉�(在京花巻ふるさと会)
　　　　　☎�048-596-2013　
　尚、本大会は岩手県出身のゴルフ大好きの大会で、昨年
は14歳～ 84歳に至る多くの参加者で賑わいました。第20
回記念大会は特に沢山の特別企画を準備致してます。多く
の皆様のご参加お待ちしてます。

平成30年度の主な行事予定
開 催 日 地 区 名 内　容 会　場・等 最寄り駅
５月26日 在京花巻人会 第23回歩こう会 新宿御苑～明治神宮 JR新宿駅集合
６月３日 岩手県人連合会 総会＆交流会 ホテルラングウッド JR日暮里駅
７月７日 在京花巻人会 総会＆つどい 東京ガーデンパレス JR御茶ノ水駅

９月15～17日 在京大迫人会 復興支援ツアー 大迫ワインまつり�＆�気仙沼の旅
10月10日 岩手県人連合会 第20回ゴルフ大会 紫CC倶楽部 東武野田線野田市駅
10月28日 在京大迫人会 総会＆集い 日本教育会館 東京メトロ神保町駅
11月４日 在京石鳥谷町人会 総会＆集い 上野精養軒 JR上野駅
11月18日 在京東和町友会 総会＆集い 東京ガーデンパレス JR御茶ノ水駅
11月中旬 在京花巻人会 第24回歩こう会 計画中

（８）


