
４
月
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で

草
木
が
芽
吹
き
花
開
く
季
節

に
な
り
ま
し
た
。
各
地
か
ら

開
花
し
た
桜
の
た
よ
り
が
伝

え
ら
れ
、
気
持
ち
も
自
然
と

華
や
い
で
き
ま
す
。
薄
紅
色

の
桜
の
花
が
一
面
に
咲
き
続

い
て
い
る
様
子
は
、
遠
く
か

ら
み
る
と
雲
の
よ
う
に
見
え

る
こ
と
か
ら
「
桜
の
雲
」「
桜

雲(

お
う
う
ん)
」
の
名
前
が

つ
き
ま
し
た
。
桜
は
咲
い
て

い
る
姿
が
美
し
い
の
は
も
ち

ろ
ん
で
す
が
、
風
で
舞
っ
て

い
る
花
び
ら
や
、
水
の
上
や

地
面
の
上
に
落
ち
て
し
ま
っ

て
い
る
花
び
ら
も
美
し
く
、

絵
に
な
る
風
景
で
す
。
満
開

に
な
り
散
っ
て
い
る
桜
を

「
零
れ
桜(

こ
ぼ
れ
ざ
く

ら)

」
と
呼
び
ま
す
。「
散
る
」

で
は
な
く
「
零
れ
る
」
と
言

い
換
え
て
み
る
と
、
不
思
議

と
、
桜
が
散
っ
て
い
く
姿
に

重
ね
て
い
た
寂
し
さ
が
薄
ま

り
、
生
命
力
が
あ
ふ
れ
て
零

れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
き

ま
す
。
言
葉
に
は
大
き
な
力

が
あ
り
ま
す
。
同
じ
意
味
で

も
言
い
換
え
る
だ
け
で
気
持

ち
や
環
境
が
変
わ
る
言
葉
も

た
く
さ
ん
あ
る
の
で
探
し
て

み
る
の
も
い
い
で
す
ね
。 

今
年
も
春
の
全
国
交
通
安

全
運
動
が
４
月
６
日
か
ら
15

日
ま
で
の
10
日
間
実
施
さ
れ

ま
す
。
毎
年
、
多
く
の
方
が

交
通
事
故
で
亡
く
な
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
一
人
ひ
と
り

が
誰
か
に
と
っ
て
の
大
切
な

人
で
あ
り
、
そ
の
何
倍
も
悲

し
み
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
心

に
留
め
、
「
少
し
な
ら
大
丈

夫
」
と
い
う
安
易
な
気
持
ち

や
「
運
転
が
上
手
い
」「
い
つ

も
の
道
」
な
ど
の
油
断
を
捨

て
る
こ
と
で
常
に
安
全
運
転

を
心
掛
け
た
い
も
の
で
す
。 
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梅
の
花
が
咲
く
３
月
17
日
、
「
昨
日
だ

っ
た
ら
雨
で
大
変
だ
っ
た
よ
ね
」
「
今
日

で
よ
か
っ
た
で
す
よ
ね
」
「
平
素
の
行
い

が
良
い
か
ら
、
天
気
に
な
っ
た
ん
だ
よ
」

と
楽
し
く
話
を
し
な
が
ら
、
山
口
県
萩
市

須
佐
に
あ
る
須
佐
歴
史
民
俗
資
料
館
か

ら
、
近
く
に
あ
る
益
田
家
の
墓
地
へ
掃
除

の
た
め
に
歩
い
て
向
か
っ
た
。 

 

墓
掃
除
の
集
合
場
所
は
、
須
佐
歴
史
民

俗
資
料
館
で
あ
っ
た
が
、
「
須
佐
歴
史
民

俗
資
料
館
、
そ
れ
っ
て
何
処
」
と
グ
ー
グ

ル
で
調
べ
て
み
る
と
、
「
い
つ
も
通
っ
て

い
る
国
道
191
号
の
右
側
じ
ゃ
な
い
か
、
な

ん
だ
あ
そ
こ
か
」
と
思
い
な
が
ら
車
で
急

い
だ
。
着
い
て
須
佐
歴
史
民
俗
資
料
館
の

中
を
見
て
「
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
資
料
館

が
あ
っ
た
の
か
」
と
驚
い
た
。 

 

今
年
１
月
の
益
田
木
鶏
ク
ラ
ブ(

人
間

学
を
学
ぶ
月
刊
誌
『
致
知
』
の
読
者
が
人

格
形
成
を
目
指
し
、
心
を
高
め
る
と
と
も

に
真
摯
な
生
き
方
を
探
求
し
て
い
る
者
の

集
ま
り)

例
会
に
お
い
て
、
「
須
佐
に
あ
る

益
田
家
の
墓
地
が
山
の
中
に
あ
り
掃
除
が

難
し
い
、
か
な
り
古
く
傷
ん
で
い
る
が
資

金
が
不
足
し
て
お
り
修
復
が
難
し
い
」
と

の
話
を
聞
き
、
「
益
田
市
の
発
展
の
た
め

に
ご
尽
力
さ
れ
た
方
々
の
お
墓
だ
か
ら
、
萩

市
に
あ
る
と
は
い
い
な
が
ら
も
、
掃
除
を
す

る
の
は
我
々
益
田
市
民
の
務
め
だ
」
と
益
田

木
鶏
ク
ラ
ブ
で
掃
除
を
し
、
若
干
で
は
あ
る

が
ク
ラ
ブ
の
余
剰
金
と
益
田
市
民
に
も
呼

び
か
け
寄
贈
し
よ
う
と
話
し
合
っ
た
。 

 

３
月
初
旬
に
、
知
人
か
ら
２
月
15
日
に

発
刊
さ
れ
た
橋
本
升
治
著
、
文
芸
社
発
行

の
『
信
じ
ら
れ
ず
候
』
（
家
康
を
袖
に
し

た
男
、
益
田
元
祥
も
の
が
た
り
）
を
頂
戴

し
た
。
な
ん
と
云
う
タ
イ
ミ
ン
グ
な
の
か
、

益
田
家
の
方
か
ら
の
贈
り
も
の
か
、
天
か

ら
の
授
か
り
も
の
だ
と
思
い
、
こ
の
本
を
、

掃
除
の
時
ま
で
に
は
読
み
終
え
よ
う
と
読

み
始
め
た
が
、
右
目
を
白
内
障
手
術
し
た
ら

遠
方
は
見
え
る
が
、
近
く
が
見
え
ず
本
を
読

む
の
が
辛
い
状
態
と
な
っ
た
の
で
、
左
目
の

手
術
を
終
え
て
か
ら
読
む
こ
と
に
し
た
。 

 

益
田
家
の
墓
は
、
須
佐
歴
史
民
俗
資
料

館
の
裏
手
に
あ
り
、
須
佐
湾
が
一
望
で
き

る
素
晴
ら
し
い
景
色
の
場
所
に
あ
っ
た
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タ
イ
ピ
ッ
ク
社
内
木
鶏
会
に 

致
知
出
版
社
の
柴
田
さ
ん
登
場
！ 

毎
月
行
っ
て
い
る
社
内
木
鶏
会
（
社
内

で
人
間
学
を
学
ぶ
勉
強
会
）。
部
署
の
垣

根
を
越
え
て
、
意
見
交
換
を
行
う
社
内
木

鶏
会
は
、
話
す
機
会
の
少
な
い
部
署
の
社

員
同
士
が
一
緒
に
感
想
を
交
わ
す
こ
と

で
、
会
社
や
お
互
い
に
つ
い
て
の
理
解
が

深
ま
り
、
ま
た
記
事
内
の
経
験
談
や
教
訓

を
共
有
す
る
こ
と
で
、
社
員
同
士
の
連
帯

感
や
連
携
力
も
高
ま
り
ま
す
。 

先
月
の
社
内
木
鶏
会
に
致
知
出
版
社

の
柴
田
さ
ん
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
い

つ
に
も
増
し
て
、
活
気
あ
ふ
れ
る
木
鶏
会

に
な
り
ま
し
た
。 

 

 

当
日
は
益
田
か
ら
６
名
が
参
加
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
須
佐
元
気
な
ま
ち
づ
く
り
ネ
ッ
ト

事
務
局
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
方
１
名
に
ご

参
加
い
た
だ
き
掃
除
を
し
た
。 

 

掃
除
後
、
ま
ち
づ
く
り
ネ
ッ
ト
事
務
局

長
の
須
佐
に
ま
つ
わ
る
お
話
を
聞
き
、
資

料
館
で
も
様
々
な
説
明
を
い
た
だ
き
大
変

感
謝
し
て
い
る
。 

 

お
話
を
聞
い
た
中
で
興
味
を
持
っ
た
の

が
、
日
露
戦
争
で
須
佐
に
漂
着
し
た
ロ
シ

ア
兵
33
人
を
須
佐
の
法
隆
寺
に
収
容
し
、

食
事
等
を
提
供
し
本
国
へ
帰
還
さ
せ
た
と

の
お
話
を
聞
き
、
素
晴
ら
し
い
と
感
動
し

た
の
で
あ
る
。 

 

須
佐
の
歴
史
探
訪
は
歩
い
て
２
時
間
程

度
で
出
来
る
と
の
話
を
聞
い
た
の
で
、
社

員
と
共
に
出
か
け
て
み
た
い
。 

わ
が
社
の 

ほ
っ
と
ニ
ュ
ー
ス 



 

天
我
が
材
を
生
ず
用
あ
り 

 

村
上 

貴
志 

今
回
の
致
知
を
読
ん
で
の
感
想
は
、
こ
の
世

に
生
ま
れ
て
来
た
と
い
う
こ
と
は
、自
分
に
も

役
割
・使
命
を
与
え
ら
れ
て
来
て
い
る
の
だ
と

思
い
ま
し
た
。
こ
の
世
界
に
何
億
の
人
が
い
る

な
か
で
、
日
本
人
に
生
ま
れ
、
こ
の
地
域
に
生

ま
れ
た
こ
と
も
、
何
か
の
役
割
・使
命
が
あ
る

の
だ
と
思
い
ま
し
た
。
文
中
に
「
人
は
志
や
理

想
を
持
っ
て
人
と
な
る
。
志
・夢
・理
想
を
持
つ

こ
と
が
前
提
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
人
と
し

て
様
々
な
役
割
・使
命
が
あ
る
中
で
自
分
の
役

割
を
知
っ
て
い
か
な
い
と
、
人
と
し
て
成
長
出

来
な
い
と
思
い
ま
す
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
何

事
に
も
精
い
っ
ぱ
い
取
り
組
み
、
多
く
の
事
を

学
ん
で
い
か
な
い
と
、
持
つ
役
割
が
分
か
っ
て

こ
な
い
と
感
じ
ま
し
た
。
仕
事
に
お
い
て
も
、

今
の
会
社
に
入
っ
て
い
る
こ
と
は
何
か
の
役

割
・使
命
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。 

そ
の
中
で
、
自
分
が
ど
う
し
て
い
く
の
か
、

と
い
う
の
を
し
っ
か
り
と
考
え
て
、
行
動
し
、

夢
や
理
想
と
い
う
の
を
し
っ
か
り
と
持
っ
て

打
ち
込
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思

い
ま
し
た
。
ま
ず
そ
れ
を
す
る
に
は
、
自
分
に

は
何
が
あ
り
、
自
分
を
ど
う
し
た
い
の
か
を

考
え
、
役
割
・使
命
が
分
か
っ
て
く
る
よ
う
に

日
々
勉
強
し
て
い
き 

た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

誕生日の決意 

社
内
木
鶏
会 

廿
日
市
教
室 

 
 

 
  

 

今
田 

直
美 

人
生
も
折
返
し
地
点
に
き
た 

の
か
な
と
思
う
誕
生
日
を
迎
え 

ま
す
。
こ
の
一
年
は
早
く
、
何
か
小
さ
い
こ

と
で
も
成
長
で
き
た
年
だ
っ
た
の
か
な
と
反

省
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
当
た
り

前
の
毎
日
が
当
た
り
前
で
な
い
こ
と
、
健
康

に
生
活
で
き
る
こ
と
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。 

日
々
の
生
活
で
自
分
に
余
裕
が
な
く
、

本
来
の
思
い
や
目
的
を
見
失
い
が
ち
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。
老
化
は
心
か
ら
だ
そ

う
で
す
。
身
体
な
ど
は
皆
意
識
し
て
し
ま

い
ま
す
が
、
心
の
意
識
は
欠
け
て
い
た
と

思
い
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
教
室
に
来
ら
れ
る

生
徒
さ
ん
は
60
～
70
代
の
方
が
多
い
の

で
す
が
、
み
な
さ
ん
若
々
し
く
心
が
豊
か

に
楽
し
い
毎
日
を
お
く
ら
れ
て
い
ま
す
。

私
も
そ
う
あ
り
た
い
、
心
に
も
時
間
に
も

余
裕
を
も
っ
て
毎
日
を
楽
し
く
過
ご
せ
る

よ
う
心
が
け
ま
す
。 

「
シ
ク
シ
ク
」
泣
き
、「
ハ
ハ
ハ
」
と
笑

う
。
４×

９
＝
36 

８×

８
＝
64
で
答
え

を
足
す
と
100
。
人
生
100
と
す
る
と
悲
し
い

こ
と
は
36
、
嬉
し
い
こ
と
は
64
で
、
嬉
し

い
こ
と
は
倍
近
く
有
り
ま
す
。
ど
ん
な
に

号
泣
（
５×

９
＝
45
）
し
て
も
、
半
分
以

下
。
何
事
も
楽
し
み
な
が
ら 

行
動
を
！
日
々
成
長
で
き
る 

自
分
で
が
ん
ば
っ
て 

い
き
ま
す
。 

 

益
田
教
室 

 
 
 
 
 
 

清
水 

壮
一 

い
よ
い
よ
53
歳
に
な
り
、
50
代
を
少
し

ず
つ
進
ん
で
い
っ
て
ま
す
。
時
折
、
50
代

で
亡
く
な
ら
れ
る
方
の
話
が
出
る
と
、
身

体
に
は
気
を
付
け
よ
う
と
思
い
ま
す
。
パ

ソ
コ
ン
教
室
の
生
徒
さ
ん
も
60
代
以
上
の

方
が
大
半
で
す
の
で
、
人
生
を
終
え
る
ま

で
の
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と
が
多
い
で
す

が
、
パ
ソ
コ
ン
教
室
に
い
て
ラ
ッ
キ
ー
だ

と
い
つ
も
思
い
ま
す
。 

 

こ
こ
に
来
ら
れ
る
生
徒
さ
ん
は
、
前
向

き
で
元
気
な
方
ば
か
り
で
す
の
で
、
こ
の

よ
う
に
生
き
て
い
け
ば
い
い
の
か
と
希
望

が
持
て
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
方
の
生
き
方

を
参
考
に
さ
せ
て
頂
い
て
、
自
分
の
第
２

の
人
生
の
予
想
図
を
い
ろ
い
ろ
と
思
い
描

く
こ
と
が
で
き
幸
せ
で
す
。 

 

私
の
家
庭
は
、
子
供
が
中
高
生
で
両
親

も
健
在
で
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
一
番
大
変

な
大
波
が
や
っ
て
来
ま
す
が
、
な
ん
と
か

夫
婦
で
協
力
し
て
乗
り
越
え
て
い
け
る
よ

う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
波
を
越
え

た
後
の
人
生
も
見
据
え
な
が
ら
、
太
平
洋

を
渡
る
ヨ
ッ
ト
の
よ
う
に
楽
し
め
れ
ば
い

い
な
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 
Ｏ
Ａ
事
業
部
シ
ス
テ
ム
課 

井
上 

良
輔 

早
い
も
の
で
タ
イ
ピ
ッ
ク 

に
入
社
し
て
１
年
が
経
ち
ま 

し
た
。
今
年
で
42
歳
に
な
り
ま 

す
が
、
40
歳
を
越
え
て
か
ら
だ
ん
だ
ん
と

自
分
が
何
歳
な
の
か
、
わ
か
ら
な
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。（
笑
） 

い
ろ
い
ろ
な
面
で
無
理
も
利
か
な
く
な

っ
て
き
て
い
ま
す
の
で
健
康
面
で
は
特
に

気
を
使
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の

一
年
間
は
あ
っ
と
い
う
間
だ
っ
た
な
と
感

じ
ま
す
。 

忙
し
い
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
よ
く
な

い
の
で
す
が
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
余
裕
が

な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
そ
ん
な

中
で
仕
事
で
は
も
ち
ろ
ん
、
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
に
お
い
て
も
た
く
さ
ん
の
方
々
に
本
当

に
よ
く
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
昨
年
、

入
社
に
あ
た
っ
て
の
自
己
紹
介
文
に
「
縁
」

を
テ
ー
マ
に
書
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す

が
、
こ
う
し
て
皆
さ
ま
に
お
世
話
に
な
っ

て
い
る
こ
と
で
、
縁
っ
て
本
当
に
あ
る
ん

だ
な
と
思
い
ま
す
。 

今
も
現
在
進
行
形
で
日
々
勉
強
の
最
中

で
す
が
、
少
し
ず
つ
で
も
余
裕
を
作
り
、

も
っ
と
周
囲
に
気
を
配
っ
て
い
け
た
ら
と

考
え
て
い
ま
す
。
少
し
ず
つ
育
っ
た
街
に

恩
返
し
が
で
き
る
よ
う
に
が
ん
ば
っ
て
ま

い
り
ま
す
。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

タイピック賞 

「秋は夕暮 日没３秒前」 

岸田 幸子さ
ん（益田） 

社 長 賞 

「春の楽しみ」 

安永 壽子さ
ん（益田） 

タイピック賞 

「鰐淵寺」 
藤本 弘子さ

ん（益田） 

社 長 賞 

「お客様」 
岸田 幸子さ

ん（益田） 

タイピック賞 

「清水寺の紅葉」 
竹内 昌子さ

ん（益田） 

社 長 賞 

「希望の朝」 
吉原 優子さ

ん（廿日市） 

タイピック賞 

「やっと来ました東京へ」 
尾木 洋子さ

ん（益田） 

社 長 賞 

「桜の里」 
永山 洋子さ

ん（廿日市） 

【投票期間2018.2.13～3.10】 

「水行」 
大久保 優子さ

ん（益田） 

 

「アザミの花の旅立ち 

いってらっしゃーい」 

尾木 洋子さ
ん（益田） 「いぬ年」 

大賀 一人さ
ん（益田） 

 

「いざ！出立!!」 
仲井 太一さ

ん 

（廿日市） 

「朝靄の参道」 
久保 智完さ

ん 

（益田） 

 

フォト575部門 

応募26作品 

「枝歩き」 
富永 正裕さ

ん（宇治） 

 

 教 室 賞 受 賞 作 品 

 教 室 賞 
受賞作品 

「来たよ、来た！」 
大庭 乾次さ

ん（益田） 

 

「雪の中で」 
伊藤 千枝子さ

ん（益田） 

「夢の瑞風号」 
清水 千恵子さ

ん（益田） 

 

「孫の寝顔を見て」 
佐藤 ひろ子さ

ん（廿日市） 

水彩部門 

応募10作品 

 教 室 賞 
受賞作品 「田舎風景」 

山本 美都恵さ
ん（廿日市） 

 

「和傘を挿した芸者」 
野村 隆治さ

ん（廿日市） 

 

「こんとあき」 
武岡 誠子さ

ん（廿日市） 

 

「郷愁」 
佐藤 ひろ子さ

ん（廿日市） 

 

「牛窓の海」 
原田 弘隆さ

ん（廿日市） 

 

 教 室 賞 受 賞 作 品 

「あいつら 

何喋ってんだ？」 

森 京子さ
ん（浜田） 

「イルカの親子」 
糸賀 義人さ

ん（益田） 

「美女」 
片島 和夫さ

ん 

（廿日市） 

「Ｓ婦人」 
武岡 誠子さ

ん 

（廿日市） 「春近し、ウグイスの声」 
尾木 洋子さ

ん（益田） 

おえかき部門 

応募14作品 

写真部門 

応募66作品 


