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江
戸
時
代
か
ら
続
く
老
舗
の
味
は
、

伝
統
を
守
り
つ
つ
、今
も
な
お
進
化
し
て
お
り
ま
す
。

歴
史
を
感
じ
る
お
部
屋
で
、庭
園
を
眺
め
な
が
ら

郷
土
色
豊
か
な
味
わ
い
に
舌
鼓
。

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う
な
贅
沢
な
ひ
と
時
を
感
じ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

江
戸
時
代

江
戸
時
代

江
戸
時
代

江
戸
時
代

江
戸
時
代

江
戸
時
代

江
戸
時
代

江
戸
江
戸
江

か
ら
続
く

か
ら
続
く

か
ら
続
く

か
ら
続
く

か
ら
続
く

か
ら
続
く

か
ら
続
く

か
ら
続
く

か
ら
続
く

か
ら
続
く

か
ら
続
く

か
ら
続
く

か
ら
続
く

か
ら
続
く

か

続続

老
舗
の

老
舗
の
味

老
舗
の
味

老
舗
の
味

老
舗
の
味

老
舗
の
味

老
舗
の
味

老老

は
、
は
、
は
、
は
、
は
、、、

伝
統
を
守

伝
統
を
守

伝
統
を
守

伝
統
を
守

伝
統
を
守

伝
統
を
守

伝
統
を
守

伝
統
を
守

伝
統
を
守

伝
統
を
守守守守
り
つ
つ
、

り
つ
つ
、

り
つ
つ
、

り
つ
つ
、

り
つ
つ
、

り
つ
つ
、

り
つ
つ
、

り
つ
つ
、

り
つ
つ
、

り
つ
つ
、

り
つ
つ
、

り
つ
つ
、

り
つ
つ
、
つつつつ
今
も
今
も
今
も
今
も
な

今
も
な

今
も
な
お

今
も
な
お

今
も
な
お

今
も
な
お

今
も
な
お

今
も
今
も
な
お

今
も
な

今
も
な
お

今
も
な

今今今

進
化
し
て

進
化
し
て

進
化
し
て

進
化
し
て

進
化
し
て

化
し
て

化
し
て
し
て
し
て
し
て
し
て
し
ててて
お
り
ま
す

お
り
ま
す

お
り
ま
す

お
り
ま
す

お
り
ま
す

お
り
ま
す

お
り
ま
す

お
り
ま
す

お
り
ま
す

り
ま
す

り
ま
す

り
ま
す

り
ま
すすす
。。。。

歴
史
を

歴
史
を
感

歴
史
を
感

歴
史
を
感

歴
史
を
感

歴
史
を
感

歴
史
を
感
を

じ
る
お
部

じ
る
お
部

じ
る
お
部

じ
る
お
部

じ
る
お
部

じ
る
お

じ
る
お

じ
る
お

じ
る
じ
る
じ
る
じ
る
じ
る

屋
で
、庭

屋
で
、庭

屋
で
、庭

屋
で
、庭

屋
で
、庭
で
、庭
で
、庭
で
、
ででで
、
で
、
ででででででで

園
を
眺
め

園
を
眺
め

園
を
眺
め

園
を
眺
め

を
眺
め
眺眺眺

な
が
ら

な
が
ら

な
が
ら

な
が
ら

な
が
ら

な
が
ら

な
が
ら

な
が
ら

な
が
ら

な
が
ら
が
ら
がががが

郷
土
色
豊

郷
土
色
豊

郷
土
色
豊

郷
土
色
豊

郷
土
色
豊

土
色
豊
色

か
な
味
わ

か
な
味
わ

な

い
に
舌
鼓

い
に
舌
鼓

い
に
舌
鼓

い
に
舌
鼓

い
に
舌
鼓

い

舌
鼓
舌
鼓

郷
土
色
豊

郷
土
色
豊

郷
土
色
豊

郷
土
色
豊

郷
土
色
豊

郷
土
色
豊

郷
土土土

か
な
味
わ

か
な
味
わ

か
な
味
わ

か
な
味
わ

か
な
味
わ

か
な
味
わ

か
な
味
わ

か
な
味
わ

か
な
味
わ

か
な
か
な
か
な
かか
な

い
に
舌
鼓

い
に
舌
鼓

い
に
舌
鼓

い
に
舌
鼓

い
に
舌

い
に
舌
鼓
。。。

タ
イ
ム

タ
イ
ム

タ
イ
ム

タ
イ
ム
ス

タ
イ
ム
ス

タ
イ
ム
ス

タ
イ
ム
ス

タ
イ
ム
ス

タ
イ
ム
ス

タ
イ
ム
ス

タ
イ
ム
ス

タ
イ
ム
ス

タ
イ
ム

タ
イ
ム

タ
イ
ム
ス

タ
イ
ム
ス

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し

リ
ッ
プ
し

リ
ッ
プ
し

リ
ッ
プ
し

リ
ッ
プ
し

リ
ッ
プ
し

リ
ッ
プ
し

リ
ッ
プ
し

リ
ッ
プ
し

リ
ッ
プ
し

リ
ッ
プ
し

リ
ッ
プ
し

リ
ッ
プ
し

リ
ッ
プ
し
プ
し
プ
し
プ
し
プ
し
プ
し
プ
し
た
よ
う
な

た
よ
う
な

た
よ
う
な

た
よ
う
な

た
よ
う
な

た
よ
う
な

た
よ
う
な

た
よ
う

た
よ
う
な

た
よ
う
な

た
よ
う
な

た
よ
う
な

た
よ
う
な
贅
沢
な
ひ

贅
沢
な
ひ

贅
沢
な
ひ

贅
沢
な
ひ

贅
沢
な
ひ

贅
沢
な
ひ
な
ひ
な
ひ
な
ひひひひひ
と
時
を

と
時
を
感

と
時
を
感

と
時
を
感

と
時
を
感

と
時
を
感

と
時
を

と
時
を

と
時
を

と
時
を

と
時
を
感

と

じ
ら
れ
る

じ
ら
れ
る

じ
ら
れ
る

じ
ら
れ
る

じ
ら
れ
る

じ
ら
れ
る

じ
ら
れ
る

じ
ら
れ
る

じ
ら
れ
る

じ
ら
れ
る

じ

れ

で
し
ょ
う

で
し
ょ
う

で
し
ょ
う

で
し
ょ
う

で
し
ょ
う

で
し
ょ
う

で
し
ょ
う

で
し
ょ
う

で
し
ょ
う

で
し
ょ
う

で
し
ょ
う

で
し
ょ
う

で
し
ょ
う
し
ょ
う
し
ょ
う
し
ょ
う
。。。。。

江
戸
時
代
か
ら
続
く
老
舗
の
味
は
、

伝
統
を
守
り
つ
つ
、今
も
な
お
進
化
し
て
お
り
ま
す
。

歴
史
を
感
じ
る
お
部
屋
で
、庭
園
を
眺
め
な
が
ら

郷
土
色
豊
か
な
味
わ
い
に
舌
鼓
。

タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
よ
う
な
贅
沢
な
ひ
と
時
を
感
じ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

仕出し料理のご注文を承っております。ちょっとしたお祝い事
に、ご法事に。またはご家族の団欒に。地域のみなさまに愛さ
れ続けた味をご家庭でご賞味されてみてはいかがですか？

仕出し料理のご注文を承っております。ちょっとしたお祝い事
に、ご法事に。またはご家族の団欒に。地域のみなさまに愛さ
れ続けた味をご家庭でご賞味されてみてはいかがですか？

❖料理 5,500円（税込・奉仕料別）❖料理 5,500円（税込・奉仕料別）

❖会席 3,850円（税込・奉仕料別）

◎ご予約はお早めに

ザ・幕の内570円
炊き込みごはん入り ザ・幕の内680円
通常メニューの他にも、ご予算に合わせて、特注弁当等ご予約
承ります。スポーツ大会や各種会合等にぜひご利用ください。

ザ・幕 の 内ザ・幕 の 内
さば西京焼き
根菜入り鶏つくね
カニクリームコロッケ
お好み焼き風ちぎり揚げ
かぼちゃ天ぷら
煮物（３品）
彩りごまサラダ
厚焼き玉子、紅白かまぼこ
小松菜おひたし
昆布佃煮、おつけもの

鶴岡市美咲町23-8
営業時間／10：00～20：00美咲町店 ☎0235－22－0712

精肉店直営の厳選したお肉をリーズナブルな価格で提供する焼肉店です

☎0235-22-0759ご予約は
鶴岡店

☎0234-28-9233ご予約は
酒田店

酒井家庄内入部400年
記念事業実行委員会

400年から学ぶ庄内　みんなでつなごう将来400年から学ぶ庄内　みんなでつなごう将来 酒井家庄内入部400年プレ記念事業SHONAISHONAI SHORAISHORAI

こ
ど
も
記
者
が
リ
ポ
ー
ト

こ
ど
も
記
者
が
リ
ポ
ー
ト

　
松
ヶ
岡
に
は
、良
い
と
こ
ろ
が
た
く
さ

ん
あ
っ
て
そ
の

中
の
二
つ
を
紹

介
し
ま
す
。

　
一
つ
目
は
、

松
ヶ
岡
開
墾
場

に
蚕
室
と
い
う
古
く
か
ら
受
け
継
が
れ

て
き
た
建
物
が
あ
り
、そ
こ
で
昔
か
ら
シ

ル
ク
を
作
っ
て
い
て
、今
も
庄
内
で
続
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
二
つ
目
は
、西
郷
隆
盛
さ
ん
で
す
。薩

摩
藩（
今
の
鹿
児
島
県
）の
偉
人
が
、庄

内
藩
の
た
め
に
力
を
尽
く
し
、政
府
軍

の
黒
田
清
隆
を「
敗
れ
た
庄
内
藩
に
重

い
処
遇
を
与
え
な
い
で
」と
説
得
し
た
そ

う
で
す
。優
し
く
て
心
の
広
い
人
で
す
。

（
阿
部
ひ
な
こ
記
者・鶴
岡
市
朝
暘
六

小
５
年
）

酒
井
家

入

部

年
新
聞

400　
来
年
は
、庄
内
地
方
に
酒
井
家
が
入
部
し
て
か
ら
4
0
0
年
。そ
の
プ
レ
記
念
事
業
と
し

て「
こ
ど
も
記
者
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」第
２
弾
が
11
月
に
行
わ
れ
ま
し
た
。テ
ー
マ
は「
松
ヶ
岡
開

墾
1
5
0
年
と
酒
井
家
」。庄
内
藩
士
が
原
野
を
切
り
開
き
、現
在
の
庄
内
シ
ル
ク
の
礎
と

な
っ
た
松
ヶ
岡
開
墾
場
の
歴
史
を
庄
内
在
住
の
親
子
が
学
び
、10
人
の「
こ
ど
も
記
者
」が
そ

れ
ぞ
れ
の
発
見
を
記
事
に
ま
と
め
ま
し
た
。

私
が
感
じ
た
松
ヶ
岡
開
墾
場

　
松
ヶ
岡
で
は
お
よ
そ
３
千
人
の
さ

む
ら
い
が
刀
を

く
わ
に
持
ち
替

え
て
開
墾
を
始

め
ま
し
た
。

　
３
年
後
の
明
治
８
年
に
蚕
室
４
棟
、

９
年
も
４
棟
、さ
ら
に
10
年
に
２
棟
建

て
、わ
ず
か
３
年
の
間
に
、当
時
最
先

端
の
蚕
室
を
10
棟
も
建
て
ま
し
た
。蚕

室
で
は
蚕
を
育
て
、養
蚕
が
広
が
り
ま

し
た
。現
在
で
は
養
蚕
か
ら
染
し
ょ
く

ま
で
、絹
産
業
の
生
産
工
程
が
す
べ
て

そ
ろ
っ
て
い
る
産
地
は
、全
国
で
庄
内

だ
け
な
の
だ
そ
う
で
す
。（
大
沼
心
胡

記
者・鶴
岡
市
上
郷
小
５
年
）

さ
む
ら
い
の
挑
戦

　
松
ヶ
岡
開
墾
場
が
完
成
す
る
ま
で
に

は
多
く
の
人
た
ち
の
力
と
苦
労
が
あ
り

ま
し
た
。

　
３
千
人
の
侍

が
刀
を
く
わ
に

持
ち
替
え
、10
年

間
給
料
が
な
く

て
も
汚
名
を
そ
そ
ぐ
た
め
に
大
変
な
労

働
を
続
け
ま
し
た
。そ
の
結
果
、約
３
１

２
㌶
も
の
土
地
を
開
墾
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、代
表
の
人
た
ち
が
70
日
間
、

蚕
に
つ
い
て
学
び
、蚕
室
を
建
て
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
庄
内
に
養
蚕
が
広
が
り
、海
外

に
も
生
糸
を
輸
出
す
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。現
在
、養
蚕
か
ら
染
し
ょ
く
ま
で

絹
産
業
の
生
産
工
程
が
す
べ
て
そ
ろ
っ
て

い
る
産
地
は
全
国
で
庄
内
だ
け
で
す
。

　
ち
な
み
に
、着
物
１
枚
を
つ
く
る
に

は
、一
例
と
し
て
桑
の
葉
68
㌔
、蚕
３
４

０
０
頭
、ま
ゆ
３
２
０
０
個
、生
糸
１
㌔

が
必
要
で
す
。（
遠
藤
照
太
記
者・鶴
岡
市

上
郷
小
５
年
）

開
墾
か
ら
栄
え
た
シ
ル
ク

松
ヶ
岡
は
、約
１
５
０
年
前
か
ら
、国

内
有
数
の
養
蚕
の
地
と
し
て
栄
え
、今

も
そ
の
伝
統
や

文
化
は
受
け
継

が
れ
て
い
る
。

　
明
治
元
年
、

庄
内
藩
は
新
政

府
軍
と
戦
う
が
敗
北
。賊
軍
と
さ
れ
た

汚
名
を
返
上
す
る
た
め
、藩
士
た
ち
は

刀
を
鍬
に
持
ち
替
え
、松
ヶ
岡
を
開
墾

す
る
こ
と
を
決
め
る
。

　
木
を
切
り
、燃
や
し
と
い
う
作
業
を

繰
り
返
し
、こ
の
開
墾
場
は
造
ら
れ
た
。

鶴
岡
で
は
現
在
、国
内
唯
一
、養
蚕
か
ら

歴
史
が
つ
ま
っ
た『
鶴
岡
シ
ル
ク
』

鶴
岡
市
羽
黒
町
の「
松
ヶ
岡
」と

よ
ば
れ
る
地
区
は
、松
の
木
が
お

い
し
げ
る
原

生
林
で
し
た
。

し
か
し
戦
に

敗
れ
た
庄
内

藩
士
た
ち
が

刀
を
鍬
に
持
ち
替
え
、約
３
１
２

㌶
も
の
土
地
を
開
墾
し
た
の
で

す
。

　「
氣
節
凌
霜
天
地
知
」。こ
れ
は
、

あ
の
西
郷
さ
ん
が
開
墾
士
た
ち
に

贈
っ
た
言
葉
で
す
。時
間
を
か
け
て

大
き
な
苦
労
を
成
し
と
げ
る
と
、

刀
を
鍬
に
替
え
て
　
松
ヶ
岡
開
墾
場

　
私
は
、松
ヶ
岡
を
開
墾
し
た
旧
庄
内
藩

士
３
千
名
が
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。戦
争

に
敗
れ
た
あ
と

に
み
ん
な
で
未

来
を
話
し
合
っ

て
山
の
開
墾
を

し
て
、絹
糸
を
外
国
に
売
ろ
う
と
い
う
計

画
を
立
て
、実
行
し
て
い
る
か
ら
で
す
。原

生
林
を
、今
の
よ
う
な
建
物
を
建
て
ら
れ

る
ま
で
に
切
り
開
き
、私
だ
っ
た
ら
あ
き

ら
め
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
給
料
も
も
ら
わ
ず
に
、自
分
の
地
域
の

た
め
に
つ
く
し
て
い
た
、そ
の
人
々
の
努

力
が
庄
内
地
域
の
発
展
に
つ
な
が
っ
て
い

る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。私
も
、苦
し
く

て
も
最
後
ま
で
あ
き
ら
め
ず
、目
標
を
達

成
で
き
る
人
に
な
り
た
い
で
す
。（
皆
川

咲
貴
記
者・酒
田
市
亀
ケ
崎
小
５
年
）

開
墾
し
た
人
に
感
謝

昔
、松
ヶ
岡
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
だ
っ

た
か
分
か
り
ま

す
か
？

　
松
ヶ
岡
で
は

明
治
時
代
の
こ

ろ
か
ら
生
糸
を

つ
く
ろ
う
と
、カ
イ
コ
を
育
て
て
い
ま

し
た
。絹
産
業
が
さ
か
ん
に
な
り
ま

し
た
。松
岡
姫
と
よ
ば
れ
る
カ
イ
コ
の

糸
が
評
判
に
な
る
な
ど
、松
ヶ
岡
は

絹
織
物
の
出
発
点
と
な
り
、す
ご
い

と
思
い
ま
し
た
。

　
松
ヶ
岡
の
昔
を
知
る
こ
と
が
で

き
、と
て
も
貴
重
な
体
験
に
な
り
ま

し
た
。み
な
さ
ん
も
松
ヶ
岡
に
ぜ
ひ
遊

び
に
来
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

（
佐
藤
真
菜
美
記
者・鶴
岡
市
朝
暘
六

小
５
年
）

松
ヶ
岡
の
歴
史

　
ぼ
く
は
初
め
て
松
ヶ
岡
開
墾
場
に
来

て
、歴
史
や
文
化

を
学
び
、「
１
５

０
年
と
い
う
と

て
も
長
い
年
月

を
経
て
も
そ
の

建
物
や
記
録
が
残
っ
て
い
て
す
ご
い
！
」

と
思
い
ま
し
た
。

　
今
ま
で
、武
士
だ
っ
た
人
た
ち
が
刀
を

鍬
に
か
え
て
開
墾
作
業
を
し
て
い
て
、す

ご
い
決
心
だ
と
感
じ
ま
し
た
。松
の
木
を

た
お
し
て
燃
や
し
、根
を
ほ
り
出
し
て
な

刀
を
鍬
に
か
え
て
　
今
に
生
き
る
松
ヶ
岡

　「徳川四天王」の筆頭・酒井忠次を祖とする旧庄内藩主酒井家。1622年、
酒井家３代忠勝が庄内に入部してから来年で400年の節目を迎えます。庄内・
鶴岡ではプレ年に当たる今年から「400年から学ぶ庄内　みんなでつなごう将
来」をテーマに地域の歴史や文化の学びを深める事業を展開しています。

ふるさとの魅力 みんなで伝えよう

●「記者のお仕事」講座
………講師／山形新聞鶴岡支社・保科裕之支社長
　⬇
●松ヶ岡開墾場について
………講師／松ヶ岡開墾場副理事長・山田陽介先生
　⬇
　⬇
●松ヶ岡開墾記念館を見学
●2番蚕室を見学
●本陣で昼食
　⬇
●記事を執筆
　⬇
●陶芸体験
　⬇
　⬇
　⬇
　⬇
　⬇
　⬇
●終了 お疲れさまでした！

開墾場ではクラフト体験や
シルク製品のショッピング
が楽しめます

山田陽介先生山田陽介先生山田陽介先生

松ヶ岡本陣での講義松ヶ岡本陣での講義松ヶ岡本陣での講義

鹿
児
島
出
身
の
偉
人
で
あ
る
西
郷
隆

盛
は
、庄
内
で「
南
洲
翁
」と
し
て
親
し

ま
れ
、松
ヶ
岡
集
落
の
家
々
に
肖
像
画
が

飾
ら
れ
て
い
る
。そ
れ
は
、西
郷
隆
盛
が
、

庄
内
藩
が
政
府
軍
に
降
伏
し
た
時
に
、

処
分
を
軽
く
す
る
よ
う
に
指
示
を
出
し

て
く
れ
た
か
ら
で

あ
る
。

　
ま
た
、庄
内
藩

の
侍
が
刀
を
く

わ
に
持
ち
替
え

て
開
墾
し
、そ
こ
で
カ
イ
コ
を
育
て
て
生

糸
を
作
る
こ
と
に
大
さ
ん
せ
い
し
て
く

れ
た
。ま
た
政
府
か
ら「
庄
内
は
侍
を
集

め
て
反
乱
を
お
こ
そ
う
と
し
て
い
る
。危

険
だ
」と
う
た
が
い
を
か
け
ら
れ
た
時

も
、西
郷
隆
盛
が
う
た
が
い
を
は
ら
し
て

く
れ
た
。こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
た

め
、鶴
岡
市
と
鹿
児
島
市
が「
兄
弟
都

市
」と
な
り
、「
徳
の
交
わ
り
」と
呼
ば
れ

る
交
流
は
今
も
続
い
て
い
る
。（
菅
原
伶

太
記
者・鶴
岡
市
朝
暘
三
小
５
年
）

西
郷
隆
盛
と
庄
内

慶
応
４
年
に
始
ま
っ
た
戊
辰
戦
争
で
、

庄
内
藩
は
こ
う
ふ
く
す
る
結
果
と
な
っ
た
。

そ
の
時
の
汚
名
を
そ
そ
ぎ
、お
国
の
近
代
化

の
役
に
立
っ
て
恩

返
し
を
し
よ
う
。

そ
の
発
想
を
も
と

に
旧
藩
士
た
ち
が

力
を
合
わ
せ
て

造
っ
た
の
が
、松
ヶ
岡
開
墾
場
だ
。旧
藩
士

た
ち
は
地
域
を
守
る
た
め
の
刀
を
の
こ
ぎ

り
や
鍬
に
替
え
、広
大
な
土
地
を
開
墾
し

て
10
棟
も
の
蚕
室
を
造
っ
た
。ま
た
、松
岡

製
糸
所
が
つ
く
ら
れ
、工
場
の
機
械
化
に
よ

り
生
産
力
が
増
し
た
。一
時
は
労
働
人
口

の
50
％
が
絹
の
産
業
に
か
か
わ
っ
た
。（
太

田
さ
く
ら
記
者・酒
田
市
浜
田
小
５
年
）

人
間
と
し
て
大
き
く
成
長
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
よ
、と
い
っ
た
意
味

が
あ
る
そ
う
で
す
。こ
の
言
葉
を

聞
い
て
、私
も
大
変
な
こ
と
で
も

自
分
の
力
に
な
る
と
信
じ
て
が
ん

ば
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。（
板
垣
陽

乃
記
者・鶴
岡
市
朝
暘
六
小
５
年
）

染
し
ょ
く
ま
で
の
全
て
の
工
程
が
可
能
。

昔
な
が
ら
の
方
法
で
、あ
の「
鶴
岡
シ
ル

ク
」を
作
り
出
し
て
い
る
。

　
こ
の
松
ヶ
岡
は
、今
の「
鶴
岡
」の
歴

史
の
原
点
の
一
つ
な
の
で
は
、と
思
う
。

（
麻
生
玄
記
者・鶴
岡
市
朝
暘
六
小

５
年
）

ら
す
と
い
う
重
労
働
を
く
り
返
し
て
い

て
感
激
し
ま
し
た
。西
郷
さ
ん
か
ら
贈

ら
れ
た
言
葉「
氣
節
凌
霜
天
地
知
」を
思

い
出
し
て
中
学
校
に
行
っ
て
も
頑
張
っ

て
い
き
た
い
で
す
。（
髙
山
大
翔
記
者・

鶴
岡
市
藤
島
小
６
年
）

藩
士
が
つ
く
っ
た
サ
ム
ラ
イ
シ
ル
ク

【酒井家庄内入部400年とは】

当日の行程（11月20日）

親子で歩いて
知った ! 松ヶ岡開墾場「ここがすごい」松ヶ岡開墾場「ここがすごい」第

２
弾
！




