
周
辺
地
域
の
方
や
婦
人

会
ほ
か
多
く
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
約
百
六
十
人
で
周
辺
の

ゴ
ミ
拾
い
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
今
年
も
大
人
に
混
じ
っ

て
子
ど
も
た
ち
が
参
加
し

て
い
る
姿
が
見
う
け
ら
れ

ま
し
た
。

昨
年
よ
り
も
減
っ
た
と

は
い
え
、
収
集
車
三
台
分

の
ゴ
ミ
が
集
め
ら
れ
ま
し

た
。
大
会
実
行
委
員
会
で

も
「
エ
コ
で
行
こ
う
」
と

ゴ
ミ
持
ち
帰
り
運
動
を
行

い
ま
し
た
が
、
周
知
徹
底

は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。

暗
闇
も
作
用
し
て
か
、
土

手
に
は
列
を
成
し
て
ビ
ニ
ー

ル
袋
に
詰
ま
っ
た
ゴ
ミ
が

捨
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

「
つ
い
つ
い
」
と
い
う
気

持
ち
は
ゴ
ミ
と
一
緒
に
袋

に
詰
め
、
各
家
庭
ま
で
持

ち
帰
っ
て
こ
そ
素
晴
ら
し

い
大
会
と
な
り
ま
す
。

大
会
に
際
し
矢
板･

那

須
線
と
会
場
周
辺
の
道
路

で
交
通
規
制
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
昨
年
以
上
の
人
出

を
見
込
ん
で
安
全
の
確
保

を
目
的
に
規
制
さ
れ
ま
し

た
。
交
通
閉
鎖
さ
れ
た
道

路
に
は
家
族
連
れ
が
会
場

ま
で
の
道
の
り
を
歩
い
て

い
く
姿
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。

交
通
規
制
の
範
囲
に
位

置
す
る
商
店
や
住
民
へ
は
、

実
行
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー

が
事
前
に
了
承
を
得
る
た

め
に
一
軒
ご
と
に
訪
問
し

ま
し
た
。
不
便
が
生
じ
得

な
い
状
況
で
あ
り
ま
し
た

が
、
多
く
の
住
民
の
理
解

と
協
力
が
あ
っ
て
、
市
民

が
安
心
し
て
会
場
へ
集
う

こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な

協
力
も
大
き
な
力
と
な
っ

て
花
火
大
会
の
成
功
に
つ

な
が
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

し
か
し
、
車
に
関
し
て

は
別
の
問
題
が
発
生
し
ま

し
た
。
「
路
上
駐
車
」
で

す
。
指
定
の
駐
車
場
に
は

市
役
所
の
職
員
を
は
じ
め

と
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス

タ
ッ
フ
が
配
備
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
会
場
ま
で
の

距
離
に
問
題
が
あ
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
会
場
周
辺

の
規
制
の
掛
か
ら
な
か
っ

た
路
地
で
違
法
な
路
上
駐

車
が
多
発
し
、
帰
り
の
時

間
に
は
、
歩
行
者
と
車
と

の
危
険
な
状
態
が
発
生
し

て
い
ま
し
た
。
交
通
規
制

に
協
力
し
た
周
辺
の
商
店

や
住
民
は
か
な
り
迷
惑
を

こ
う
む
っ
た
で
あ
ろ
う
。

昨
年
以
上
の
人
出
で
会

場
周
辺
の
駐
車
場
は
た
い

へ
ん
混
雑
し
て
い
ま
し
た

が
、
矢
板
南
産
業
団
地
や

矢
板
中
学
校
に
も
駐
車
場

は
設
け
ら
れ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
周
知
不
足
か
ら

か
送
迎
に
用
意
さ
れ
た
バ

ス
や
タ
ク
シ
ー
は
う
ま
く

機
能
し
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
車
の
問
題
は
大
き
な

イ
ベ
ン
ト
に
お
い
て
重
要

な
課
題
と
な
り
そ
う
で
す
。

ゴ
ミ
の
持
ち
帰
り
、
車

の
違
法
駐
車
に
関
し
て
は

さ
ら
な
る
マ
ナ
ー
向
上
が

求
め
ら
れ
そ
う
で
す
。

し
か
し
、
一
つ
一
つ
を

個
人
が
実
行
し
て
い
け
ば

可
能
な
事
で
す
。
こ
れ
は

小
さ
な
市
民
力
と
な
る
で

し
ょ
う
。
個
人
が
で
き
る

こ
と
を
積
み
重
ね
て
「
ゴ

ミ
無
し
」
運
動
も
実
現
で

き
そ
う
で
す
。
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明
治
十
八
年
、
歌
舞
伎
役
者
の
か
た
わ
ら
、
黒
糖

饅
頭
の
製
造
・
販
売
を
始
め
た
の
が
初
代
で
、
店
の

名
前
も
歌
舞
伎
小
屋
「
は
り
ま
や
」
に
由
来
す
る
と

の
こ
と
。
今
、
売
れ
行
き
ト
ッ
プ
の
ア
ッ
プ
ル

ク
ー
ヘ
ン
は
、
四
代
目
が
発
案
。
二
十
年
ほ
ど

前
か
ら
店
頭
で
販
売
は
し
て
い
ま
し
た
が
、
さ

ほ
ど
の
売
れ
行
き
で
は
な
か
っ
た
と
か
。
し
か

し
、
矢
板
の
り
ん
ご
が
少

し
ず
つ
有
名
に
な
る
に
つ

れ
、
矢
板
の
イ
メ
ー
ジ
の

お
菓
子
と
し
て
好
評
を
得

る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
七
、

八
年
ほ
ど
前
か
ら
は
、
県

外
か
ら
も
注
文
が
く
る
ほ

ど
に
。

お
勧
め
品
と
し
て
、
は
り
ま

や
限
定
の
ど
ら
焼
き
（
あ
ん
、

バ
タ
ー
入
り
、
栗
入
り
、
生
ク

リ
ー
ム
入
り
）
。
特
に
生
ク
リ
ー
ム
と
あ
ず
き
は
相

性
が
良
く
、
大
変
好
評
と
の
こ
と
。

ま
た
、
実
り
の
秋
に
は
、
サ
ツ
マ
イ
モ
を
使
っ
た

「
高
原
ポ
テ
ト
」
や
、
家
族
で
食
べ
て
い
た
だ

け
る
よ
う
に
と
、
栗
入
り
焼
き
菓
子
を
「
親
子

栗
」
と
名
付
け
て
販
売
。

や
は
り
菓
子
作
り
は
「
あ
ず
き
」
で
あ
る
と

北
海
道
の
十
勝
小
豆
を
使
用
し
意
欲
を
燃
や
す

五

代

目

の

当

主

で
あ
る
。

ベ

イ

シ

ア

、

ヨ

ー

ク

ベ
ニ
マ
ル

な
ど
の
店
舗

で
も
買
い
求

め
ら
れ
る
。

初
代
は
氏
家
の
き
む
ら
や
で

修
行
後
、
昭
和
三
年
、
現
在
の

片
岡
駅
よ
り
南
に
二
百
㍍
先
の

場
所
で
創
業
。
代
表
菓
子
と
な

る
八
方
の
月
は
創
業
四
十

一
年
目
に
二
代
目
が
考
案
。

白
あ
ん
に
コ
ー
ヒ
ー
を
混

ぜ
た
あ
ん
が
特
徴
で
、
金

色
の
カ
ッ
プ
を
使
用
し
、

八
方
ケ
原
を
照
ら
す
月
を

イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
。
ほ

か
に
は
、
丸
ご
と
梅
が
入
っ
て
い
る
梅
の
初
花
、

焼
き
菓
子
の
桃
山
な
ど
が
売
れ
筋
と
の
こ
と
。

夏
場
は
ア
イ
ス
ど
ら
焼
き
も
人
気
が
あ
り
、

バ
ニ
ラ
、
抹
茶
、
ス
ト
ロ
ベ
リ
ー
、
あ
ず
き
な
ど
の

種
類
が
あ
る
。

和
菓
子
と
洋
菓
子
の
融
合
を
テ
ー
マ
に
常
に
新
し

い
素
材
を
研
究
し
て
い
る
三
代
目
当
主
の
力
作
は
下

野
の
城
。
旅
行
先
で
み
た
城
の
石
垣
を
ヒ
ン
ト
に
生

ま
れ
た
も
の
。
和
三
盆
の
口
ど
け
と
ミ
ル
ク
の
香
ば

し
さ
が
広
が
る
焼
き
菓
子
。
「
ぜ
ひ
、
ご
賞
味
く
だ

さ
い
」
と
力
が
は
い
る
。

小
麦
を
国
内
産
に
切
り
替
え
た
り
、
小
豆
も

北
海
道
産
と
こ
だ

わ
り
を
持
ち
な
が

ら
、
常
に

お
客
さ
ま

に
喜
ん
で

い
た
だ
け

る
も
の
を

提
供
し
て

い
き
た
い
と
の

こ
と
で
す
。

「よそに行く時、何をお土産に
するか困ってしまう！」そんな
方も多いのでは？今号も、伝統
を守りながら地域に根ざしてい
る和菓子店をご紹介いたします。
ぜひ一度ご賞味あれ！！

代表菓子

はりまやのどら焼き

代表菓子 八方の月

矢板の名産紹介

木村や（片岡） 菓匠はりまや（扇町）

花
火
の
翌
朝


