
 

５
月
は
草
々
が
育
ち

木
々
の
新
緑
が
ま
ぶ
し
い

季
節
で
す
。 

「
夏
も
近
づ
く
八
十
八
夜

～
」
と
い
う
唱
歌
「
茶
摘
」
の

歌
詞
に
あ
る
よ
う
に
、
夏
が

近
づ
き
汗
ば
む
よ
う
な
陽
気

の
日
も
増
え
て
き
ま
す
。 

こ
の
歌
に
あ
る
「
八
十
八

夜
」
と
い
う
の
は
、
立
春
の

日
か
ら
「
八
十
八
日
目
」
の

こ
と
で
す
。「
八
十
八
夜
」
は

年
に
よ
っ
て
日
に
ち
が
変

わ
り
、
今
年
は
５
月
１
日
に

あ
た
る
そ
う
で
す
。「
八
十

八
夜
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
理
由
は
、
農
業
社
会
だ
っ

た
昔
の
日
本
で
は
、
ち
ょ
う

ど
こ
の
頃
が
春
の
農
作
業

を
行
う
時
期
に
あ
た
っ
て

い
た
こ
と
や
、
八
十
八
夜
の

数
日
後
に
は
二
十
四
節
気

で
い
う
「
立
夏
」
に
な
る
こ

と
も
あ
り
、
昔
の
人
び
と
は

こ
の
時
期
を
「
夏
の
準
備
を

始
め
る
目
安
」
と
し
て
い
た

か
ら
だ
そ
う
で
す
。 

「
八
」
の
字
は
「
末
広
が

環
境
に
や
さ
し
く
、
お
い
し
く
安
全
な
水
を
皆
さ
ま

の
ご
家
庭
や
オ
フ
ィ
ス
に
お
届
け
し
ま
す
。 

ウ
ォ
ー
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ウ
ォ
ー
タ
ー
サ
ー
バ
ー
は
、

い
つ
で
も
お
水
も
お
湯
も
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。 

ご
用
命
は
、
担
当
営
業
に
お
問
合
せ
下
さ
い
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

り
」
の
姿
を
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
幸
運
を
呼
ぶ
と
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
「
八
」
の
字

が
二
つ
重
な
っ
た
「
八
十
八

夜
」
は
、
縁
起
の
い
い
日
と

考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

し
て
「
八
」「
十
」「
八
」
の

３
つ
の
字
を
組
み
合
わ
せ

る
と
「
米
」
と
い
う
字
に
な

る
た
め
、
農
業
に
携
わ
る
人

び
と
に
大
切
に
さ
れ
て
き

た
の
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。 

お
茶
の
葉
は
、
冬
の
寒
い

時
期
に
ゆ
っ
く
り
と
養
分

を
蓄
え
、
春
に
な
る
と
少
し

ず
つ
芽
を
出
し
始
め
ま
す
。

こ
の
た
め
、
い
ち
早
く
芽
吹

い
た
茶
葉
を
収
穫
し
て
つ

く
っ
た
新
茶
（
一
番
茶
）
は
、

そ
の
後
に
摘
ま
れ
る
茶
葉

よ
り
も
栄
養
価
や
う
ま
み

成
分
が
多
く
含
ま
れ
て
い

る
の
で
、「
新
茶
を
飲
む
と

病
気
に
な
ら
な
い
」「
八
十

八
夜
に
摘
ま
れ
た
お
茶
を

飲
む
と
長
生
き
で
き
る
」
な

ど
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

私
た
ち
も
将
来
の
た
め

に
じ
っ
く
り
と
蓄
え
た
い

も
の
で
す
ね
。 



新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

よ
り
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
に
お
悔
や

み
を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
罹

患
さ
れ
た
方
々
に
心
よ
り
お
見
舞
い

申
し
上
げ
ま
す
。 

７
都
道
府
県
に
緊
急
事
態
宣
言
が

出
さ
れ
た
翌
日
、
新
聞
記
事
を
読
み

大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
な
と
思
い
な

が
ら
、
森
信
三
「
一
日
一
言(

致
知
出

版
社
発
行)

」
を
は
が
き
に
書
き
写
し

知
人
に
送
ろ
う
と
開
い
た
ら
、『
釈
尊

の
説
か
れ
た
「
無
常
」
の
心
理
と
は
、

「
こ
の
世
で
は
い
つ
何
が
お
き
る
か

分
か
ら
ぬ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ

故
わ
れ
わ
れ
は
、
常
に
こ
の
「
無
常
」

の
大
法
を
心
し
て
、
い
つ
何
が
起
こ

ろ
う
と
驚
か
ぬ
よ
う
に
心
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
』
と
あ
っ
た
の
で
な
ん
と

い
う
巡
り
合
わ
せ
か
と
思
っ
た
。 

 

最
近
の
様
々
な
出
来
事
を
考
え
て

み
る
と
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
・
東
日

本
大
震
災
・
昨
年
の
水
害
な
ど
数
多

く
の
こ
と
を
体
験
し
て
き
た
が
、
今

回
の
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は
世
界
中
に

蔓
延
し
、
多
く
の
方
が
亡
く
な
ら
れ

て
お
り
、
本
当
に
い
つ
何
が
起
こ
る

か
分
か
ら
な
い
状
況
に
あ
る
。 

弊
社
も
、
Ｏ
Ａ
機
器
販
売
・
印
刷
業

を
は
じ
め
と
し
て
『
パ
ソ
コ
ン
教
室
』

や
『
コ
メ
ダ
珈
琲
店
』
な
ど
「
人
が
集

い
、
楽
し
み
の
場
所
を
提
供
す
る
」
仕

事
を
し
て
お
り
、
こ
の
大
変
さ
を
痛

感
し
て
い
る
。 

幸
い
な
こ
と
に
、
ま
だ
島
根
県
西
部

に
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
発
生
し
て

い
な
い
が
、
当
地
方
に
発
生
す
る
と
ど

う
対
応
し
よ
う
か
と
苦
慮
し
て
い
る
。 

し
か
し
、
精
神
的
に
負
け
て
は
な

ら
ず
、
今
ま
で
倫
理
法
人
会
で
学
ん

だ
『
苦
難
福
門
』
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
ヒ
ル

の
『
逆
境
の
中
に
は
、
す
べ
て
そ
れ
相

応
か
そ
れ
以
上
の
大
き
な
利
益
の
種

が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
』『
逆
境
？ 

そ

れ
は
つ
ま
ず
き
の
石
で
は
な
く
、
強

壮
剤
で
あ
る
』
。
松
下
幸
之
助
さ
ん
の

『
逆
境
も
よ
し
。
順
境
も
よ
し
。
要
は

そ
の
与
え
ら
れ
た
環
境
を
素
直
に
生

き
抜
く
こ
と
で
あ
る
』
。
孟
子
の
『
天

の
ま
さ
に
大
任
を
こ
の
人
に
降
さ
ん

と
す
る
や
、
必
ず
ま
ず
そ
の
心
志
を

苦
し
め
、
そ
の
筋
骨
を
労
し
、
そ
の
体

膚
を
飢
え
し
め
、
そ
の
身
を
空
乏
に

し
、
行
い
に
は
そ
の
為
す
と
こ
ろ
を

仏
乱
す
』
。
な
ど
の
言
葉
を
口
ず
さ
み

な
が
ら
、
一
日
一
万
歩
、
腹
筋
・
腕
立

て
30
回
以
上
を
目
標
に
し
て
体
力

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

作
り
を
し
な
が
ら
頑
張
っ
て
い
る
。 

弊
社
社
内
で
も
密
閉
・
密
集
・
密
接

を
さ
け
る
た
め
、
社
員
も
各
部
屋
に

分
散
し
、
室
内
に
ナ
イ
ロ
ン
で
壁
を

築
い
て
仕
事
を
し
て
も
ら
う
よ
う
に

し
て
い
る
。 

私
も
使
用
し
て
い
る
車
『
ア
ル
フ
ァ

ー
ド
』
に
机
を
積
み
込
み
「
い
つ
で
も

ど
こ
で
も
仕
事
か
出
来
る
よ
う
に
」
マ

イ
カ
ー
オ
フ
ィ
ス(

動
く
オ
フ
ィ
ス)

に

し
た
。
以
前
か
ら
休
日
な
ど
に
海
岸
で

海
を
見
な
が
ら
本
を
読
む
の
が
好
き

で
机
を
持
ち
込
ん
で
い
た
が
、
今
回
は

ウ
イ
ル
ス
対
策
で
あ
る
。
最
近
の
車
は

電
源
が
あ
る
の
で
パ
ソ
コ
ン
も
使
え
、

携
帯
電
話
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
共

有
で
き
、
テ
レ
ビ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
Ｃ
Ｄ
も

あ
る
の
で
不
自
由
は
な
い
し
、
思
い
つ

い
た
時
に
移
動
先
で
仕
事
が
で
き
る

の
で
大
変
便
利
で
あ
る
。 

わ
が
社
の 

ほ
っ
と
ニ
ュ
ー
ス 

大
人
気
の
「
手
作
り
マ
ス
ク
講
座
」 

パ
ソ
コ
ン
教
室
の
特
別
講
座
と
し
て
、
先

月
か
ら
手
作
り
マ
ス
ク
講
座
を
し
て
お
り
ま

す
。
手
縫
い
の
プ
リ
ー
ツ
タ
イ
プ
の
マ
ス
ク

か
ら
、
今
月
か
ら
、
ミ
シ
ン
を
使
っ
た
立
体
マ

ス
ク
の
製
作
に
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。 

益
田
教
室
の
最
高
齢
91
歳
の
戸
川
勝
美
さ

ん
も
、
先
月
は
手
縫
い
の
プ
リ
ー
ツ
タ
イ
プ

の
マ
ス
ク
を
ご
自
分
と
奥
様
用
の
２
枚
を
作

ら
れ
、
今
月
は
、
立
体
マ
ス
ク
に
挑
戦
さ
れ
ま

し
た
。
出
来
上
が
っ
た
マ
ス
ク
に
皆
さ
ん
ご

満
悦
さ
れ
て
い
ま
す
。 

手
作
り
マ
ス
ク
講
座
は
、
不
定
期
に
開
催

し
て
お
り
ま
す
。 



 

生
涯
、茶
の
心
で
生
き
る 
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こ
の
記
事
を
読
ん
で
み
て
、先
ず
思
っ
た
の

が
千
玄
室
さ
ん
は
本
当
に
98
歳
な
の
か
と

い
う
こ
と
で
す
。
肌
に
ツ
ヤ
が
あ
り
、
背
筋

も
ピ
ン
と
し
て
何
よ
り
も
眼
に
生
気
が
み

な
ぎ
っ
て
い
る
。
ど
こ
か
凛
と
し
て
い
て
、こ

ん
な
風
に
年
を
と
り
た
い
と
思
わ
せ
る
程
、

み
ご
と
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
記
事
の
中
に
松
下
幸
之
助
さ
ん
と
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
し
た
が
、
本
当
に
偉
大

な
人
は
こ
う
な
ん
だ
と
改
め
て
思
わ
さ
れ

ま
し
た
。「
人
間
は
自
分
に
自
信
を
持
つ
と

共
に
、
自
分
が
い
ま
こ
う
し
て
生
か
さ
れ
て

い
る
の
は
多
く
の
人
た
ち
が
命
を
繋
い
で

く
れ
た
お
陰
だ
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
忘

れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
あ
り
ま
し
た
。
私

は
自
分
に
自
信
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、自

分
は
家
族
を
幸
せ
に
す
る
為
に
い
る
と

常
々
思
っ
て
い
ま
す
。
家
族
の
笑
顔
が
生
き

る
原
動
力
と
な
っ
て
い
ま
す
。
昨
年
孫
が
生

ま
れ
て
み
ん
な
の
笑
顔
を
見
る
と
ま
す
ま

す
自
分
は
こ
の
笑
顔
を
見
る
為
に
生
き
て

来
た
ん
だ
と
強
く
思
い
ま
す
。こ
の
記
事
に

書
か
れ
て
い
る
様
に
、
自
分
は
決
し
て
一
人

で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
、
生
か
さ
れ
て

い
る
と
思
う
と
同
時
に
ど
ん
な
人
に
で
も

気
を
配
り
、
優
し
く
接
す
る
こ
と
の
で
き
る

懐
の
深
い
人
間
に
な
れ
る
様
、
今
よ
り
も
さ

ら
に
家
族
の
幸
せ
な
笑
顔
を
見
る
こ
と
が

出
来
る
様
、こ
れ
か
ら
も
も
っ
と
勉
強
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
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社
内
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鶏
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生
涯
、茶
の
心
で
生
き
る 

 
 

戎
野 

美
津
代 

 

茶
道
裏
千
家
お
家
元
の
千
玄
室
さ
ん
の
講
話

の
中
で
、こ
の
方
は
今
98
歳
で
す
が
、
若
い
こ

ろ
、戦
争
の
出
撃
命
令
が
出
て
も
取
り
消
し
さ

れ
て
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
自
責
の
念

は
長
い
こ
と
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
て
、
今
ま
で
そ
の
戦
死
し
た

仲
間
の
分
ま
で
頑
張
ろ
う
と
、こ
れ
ま
で
一
瞬

一
瞬
を
精
い
っ
ぱ
い
生
き
て
こ
ら
れ
た
よ
う

で
す
。
そ
の
途
中
で
、こ
の
千
さ
ん
も
良
い
老

師
に
巡
り
会
い
そ
の
方
の
ひ
と
言
に
ハ
ッ
と
さ

せ
ら
れ
、
微
力
で
も
茶
の
力
で
人
類
の
平
和
、

皆
が
手
を
つ
な
ぎ
合
い
尊
敬
し
合
う
社
会
の

た
め
に
尽
く
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
決
心
さ

れ
て
今
ま
で
そ
の
気
持
ち
が
続
い
て
い
る
の
が

ス
ゴ
イ
と
思
い
ま
し
た
。
ど
ん
な
仕
事
を
し
て

い
て
も
、
人
の
為
に
な
る
事
は
出
来
る
と
思
い

ま
す
の
で
誰
か
の
為
に
少
し
で
も
何
か
を
し

て
、そ
の
喜
び
が
自
分
に
返
っ
て
く
る
、そ
の
時

に
人
生
の
本
当
の
幸
せ
を
感
じ
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

命
あ
る
限
り
常
に
学
び
つ
づ
け
て
い
け
る

様
に
、人
間
力
を
高
め
て
い
き
た
い
で
す
。 

Ｏ
Ａ
事
業
部 

 
 
 
 

吉
松 

一
彦 

今
月
20
日
で
遂
に
34
歳
に 

な
り
ま
し
た
。
30
歳
の
誕
生
日 

に
は
気
付
い
た
ら
30
歳
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
た
と
い
う
感
じ
で
し
た
が
、
今
回
も
あ
っ
と

い
う
間
に
34
歳
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

感
じ
で
す
。
30
歳
か
ら
34
歳
の
間
に
何
か
し

ら
の
成
長
が
出
来
た
の
だ
ろ
う
か
と
振
り
返
っ

て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
何
も
変
わ
ら
な
い
ま
ま

４
年
間
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
な
と
思
い
ま
す
。

自
分
で
は
ま
だ
ま
だ
若
い
ま
ま
の
つ
も
り
で
す

が
、
実
年
齢
は
34
歳
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
大
人
に

な
ら
な
い
と
い
け
な
い
年
齢
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
今
ま
で
以
上
に
一
日
一
日

を
大
切
に
し
、
年
齢
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
に
な

ら
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
年
を
経
る

毎
に
時
間
が
過
ぎ
去
っ
て
い
く
ス
ピ
ー
ド
が
本

当
に
早
く
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
毎
年
の

こ
と
で
す
が
、
一
日
一
日
、
限
ら
れ
た
時
間
の

中
で
如
何
に
自
分
を
成
長
さ
せ
て
い
く
か
と
い

う
こ
と
を
34
歳
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
に
よ
り
、
世
間
的
に
は
暗
い
話
題
が
多
い
昨

今
で
す
が
、
耐
え
る
と
き
は
し
っ
か
り
と
耐
え
、

状
況
が
好
転
し
た
際
に
は
、
そ
こ
で
実
力
を
発

揮
で
き
る
よ
う
に
今
は
し
っ
か
り
と
自
分
を
磨

い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。  

 

生
涯
、茶
の
心
で
生
き
る 

 
 
 
 

大
森 

温
子 

話
を
読
ん
で
ま
ず
、
98
歳
の
千
さ
ん
の
佇

ま
い
が
凛
々
し
い
こ
と
に
と
て
も
驚
き
ま
し

た
。
命
あ
る
限
り
歩
き
続
け
る
と
い
う
の
は
こ

う
い
う
人
の
こ
と
を
言
う
ん
だ
と
感
じ
た
一

方
で
、
自
分
は
し
っ
か
り
歩
け
て
い
る
ん
だ
ろ

う
か
と
不
安
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
日
々
の
生

活
を
た
だ
ぼ
ん
や
り
過
ご
し
て
い
る
だ
け
で

歩
い
て
も
い
な
い
、
足
踏
み
し
て
い
る
だ
け
の

よ
う
に
思
い
ま
す
。
千
さ
ん
の
話
の
中
に
「
一

切
皆
苦
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、人
間
は
生
ま

れ
た
と
き
か
ら
死
ぬ
ま
で
す
べ
て
が
苦
し
み

な
ん
だ
そ
う
で
す
。で
も
そ
ん
な
苦
し
い
中
で

も
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
、目
の
前

の
こ
と
に
全
身
全
霊
で
取
り
組
ま
な
い
と
い
け

な
い
と
あ
り
ま
し
た
。こ
の
言
葉
を
胸
に
嫌
な

こ
と
が
あ
っ
て
も
逃
げ
出
さ
ず
命
が
あ
る
だ
け

で
自
分
は
世
界
一
幸
せ
な
ん
だ
と
思
う
よ
う

に
し
て
い
き
た
い
で
す
。
話
の
最
後
に
「
日
々
是

好
日
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
が
、
私
も

大
好
き
な
言
葉
で
す
。
毎
日
が
良
い
日
と
い
う

意
味
な
の
で
す
が
、
禅
の
教
え
で
は
こ
の
一
瞬

を
精
い
っ
ぱ
い
生
き
る
。
そ
の
積
み
重
ね
で
す

ば
ら
し
い
一
日
と
な
る
と
い
う
こ
と
だ
そ
う

で
、
私
も
一
瞬
一
瞬
を
懸
命
に
生
き
る
た
め

に
、
し
っ
か
り
と
自
分
が
歩
き
た
い
道
を
作
っ

て
い
く
こ
と
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。 

特
集 

命
あ
る
限
り
歩
き
続
け
る 

寺
戸 
雄
次 

 

坂
村
真
民
さ
ん
の
詩
の
一
つ
に
「
こ
つ
こ
つ
」

と
い
う
詩
が
あ
る
。
生
き
て
い
く
上
で
は
様
々

な
こ
と
が
あ
る
が
、そ
う
い
っ
た
こ
と
に
負
け

ず
に
生
き
て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
。
ま
た
仕

事
で
も
そ
う
だ
が
、こ
つ
こ
つ
と
知
識
・
関
係
を

積
み
重
ね
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
う

あ
る
よ
う
に
生
き
て
い
き
た
い
。 

 

そ
れ
か
ら
、「
ね
が
い
」
と
い
う
詩
も
紹
介
さ

れ
て
い
る
が
良
い
詩
だ
な
と
感
じ
た
。
た
ゆ
ま

ず
、
お
こ
た
ら
ず
、
あ
せ
ら
ず
、い
そ
が
ず
と

あ
る
が
、本
当
に
そ
う
だ
な
と
感
じ
る
。 

 

こ
の
世
に
命
を
も
ら
っ
た
以
上
は
、生
き
て

い
く
中
で
少
し
で
も
成
長
し
て
い
か
な
い
と

い
け
な
い
な
と
改
め
て
思
っ
た
。 

 

テ
ー
マ
に
も
あ
る
が
、
命
あ
る
限
り
歩
き

続
け
な
い
と
い
け
な
い
。
色
々
な
こ
と
を
経

験
し
、吸
収
で
き
た
ら
と
思
う
。 

誕生日の決意 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

  

  

   

   

 

 

   

 

 

  

 

    

   

  

   

 

  

   

  

   

   

 

タイピック賞 

「至福の時間」 

清水 千恵子さ
ん（益田） 

社 長 賞 

「イルカの群れ」 

大橋 清美さ
ん（宇治） 

「暖かい極楽だ」 
 渡辺 洲子さ

ん 

（益田） 

 

写真部門 応募８６作品 

タイピック賞 

「山陽道」 
～ 新春の朝 運もち上げたり 燦陽道 ～ 

 原田 弘隆さ
ん（廿日市） 

社 長 賞 
「霧の津和野城址」 

～ 津和野城址 石垣胡坐 霧の上 ～ 

水津 千賀子さ
ん（益田） 

フォト575 部門 応募５２作品 

「夕焼け小焼け」 
富永 正裕さ

ん（宇治） 

 

「残り物には福があり」 
両見 省吾さ

ん（益田） 

「春うらら」 
安永 寿子さ

ん（益田） 

 

「洗濯籠のお姫様」 
伊藤 千枝子さ

ん（益田） 

「荒海に耐えて」 
山岡 鐵男さ

ん（益田） 

社 長 賞 

「綱引き？けんか？」 
森 京子さんさ

ん（浜田） 

「蝶々」 

片島 和夫さ
ん（廿日市） 

「ねずみの嫁入り」 
尾木 洋子さ

ん（益田） 

「夏」 
杉原 百合江さ

ん 

（浜田） 
「江戸川コナン」 
大田 サカエさ

ん（益田） 

タ
イ
ピ
ッ
ク
賞 

「
ま
る
子
」
山
水 

久
実
子
さ

ん

（
廿
日
市
） 

「海の仲間たち」 
糸賀 義人さ

ん（益田） 

水彩部門応募1１作品 

「のんびりした海岸で何を想う？」 
佐藤 ひろ子さ

ん（廿日市） 

 

おえかき部門 応募1３作品 

「若武者」 
森 京子さ

ん（浜田） 

 

「雪化粧」 
杉原 百合江さ

ん（浜田） 

 

「水辺」 
原田 弘隆さ

ん（廿日市） 

「地球儀のまわり」 
 山本 美都恵さ

ん（廿日市） 

 

社 長 賞 

「早春の白川郷」 
野村 隆治さ

ん（廿日市） 

 教室賞受賞作品 

「生後２分の産声」  
津山 政子さ

ん（宇治） 

 

タイピック賞 

「清（さや）かなる夜の旅路」 
川上 とみ枝さ

ん（益田） 

 
教 室 賞 
受賞作品 

「何してるの？」 
藤井 美喜枝さ

ん（益田） 

「幻想的な藤棚」 
竹村 多江子さ

ん（萩） 

「おい！マック  

「なぁに？」 
作田 由香さ

ん 

（廿日市） 

 

 教 室 賞 受 賞 作 品 

 教 室 賞 受 賞 作 品 


