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御殿茶屋スタッフが講師として参加者をサポート 

昨
年
十
二
月
十
一
日
に
第
二
回

移
住
者
交
流
会

歴
史
の
里
・
清
川

で
楽
し
む 

そ
ば
打
ち
体
験

が

清
川
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ

に
て

開
催
さ
れ
ま
し
た

 

庄
内
町
企
画
情
報
課
・
移
住
定

住
係
が
主
催
す
る
こ
の
イ
ベ
ン
ト

に
は

庄
内
町
へ
移
住
し
て
五
年

以
内
の
方
・
７
組
１
５
名
が
参
加

 

お
食
事
処 

御
殿
茶
屋
の
ス
タ

フ
が
講
師
を
務
め
ま
し
た

 

最
初
は
恐
る
恐
る
と
い

た
感

じ
で
し
た
が

混
ぜ
て

こ
ね
て

伸
ば
し
て

と
作
業
が
進
む
に
つ

れ
て

お
子
さ
ん
た
ち
も
初
め
て

の
そ
ば
打
ち
体
験
を
楽
し
ん
で
い

ま
し
た

 

自
分
た
ち
で
打

た
そ
ば
を
食

べ
た
後
は
交
流
タ
イ
ム
が
あ
り

参
加
さ
れ
た
皆
さ
ん
は
和
気
あ
い

あ
い
と
し
た
雰
囲
気
の
中
で

今

日
の
体
験
の
感
想
や

庄
内
町
の

好
き
な
と
こ
ろ

等
語
り
合

て

い
ま
し
た

 

連

八
郎

 

⑨ 
 紙

芝
居

清
河
八
郎

 

講
師
を
務
め
た
御
殿
茶
屋
の
ス
タ

フ 

清川まちづくりセンターで移住者交流会開催 

参
加
者
か
ら
は

同
じ
移
住
者

の
皆
さ
ん
と
滅
多
に
で
き
な
い
そ

ば
打
ち
が
体
験
で
き

と
て
も
良

か

た
で
す

等
の
感
想
が
聞
か

れ
ま
し
た

 
 

 

お
蓮
(
幼
名
は
つ
、
遊
女
名
高
代
(
た
か

よ
)
)
は
、
一
八
三
九
年
月
山
の
麓
、
朝
日

村
熊
出
の
菅
原
医
師
の
四
女
と
し
て
生
ま
れ

ま
し
た
。
一
〇
歳
で
里
子
に
出
さ
れ
、
一
七

歳
で
鶴
岡
の
「
う
な
ぎ
や
」
に
売
ら
れ
た
悲

運
な
女
の
子
で
し
た
。
そ
こ
で
八
郎
と
出
会

い
ま
し
た
。
八
郎
は
、
親
や
親
類
の
反
対
に

あ
い
ま
し
た
が
、
お
ば
の
力
添
え
も
あ
り
、

仙
台
で
新
居
を
か
ま
え
ま
し
た
。
そ
の
後
、

江
戸
に
出
て
、
清
河
塾
で
八
郎
・
弟
の
熊
三

郎
は
言
う
に
及
ば
ず
同
志
の
方
々
に
骨
身
を

惜
し
ま
ず
尽
く
し
ま
し
た
。
八
郎
が
「
尊
皇

攘
夷
」
に
奔
走
し
、
幕
府
に
負
わ
れ
る
身
と

な
る
や
、
お
蓮
も
弟
の
熊
三
郎
な
ど
と
と
も

に
牢
屋
に
入
れ
ら
れ
、
い
く
ら
拷
問
に
あ

て
も
八
郎
を
守
り
、
つ
い
に
は
荘
内
藩
の
御

屋
敷
の
牢
舎
に
移
さ
れ
て
毒
殺
さ
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
二
四
歳
の
若
さ
で
し
た
。 

 
 

(
次
ペ

ジ
へ
つ
づ
く
) 

回

覧 
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 紙
芝
居

清
河
八
郎

 

国
事
奔
走

同
志

集

 

⑫ 

 

八
郎
は
追
わ
れ
る
身
に
な
り
ま
し
た
が
、

京
都
・
九
州
へ
一
日
六
〇
キ
ロ
も
逃
げ
歩
き

全
国
の
志
士
に
「
京
都
挙
兵
」
を
と
、
「
げ

き
」
を
と
ば
し
ま
し
た
。
一
八
六
二
年
四
月

九
州
の
島
津
久
光
公
が
一
千
の
兵
を
連
れ
京

に
上
る
の
を
機
に
、
一
気
に
「
攘
夷
討
幕
」

と
い
う
こ
と
で
、
志
士
を
京
に
集
め
ま
し
た

が
失
敗
に
終
わ
り
ま
し
た
。
つ
い
に
は
同
志

達
の
斬
り
合
い
事
件
「
寺
田
屋
の
変
」
が
起

た
の
で
す
。
八
郎
の
同
志
も
多
く
倒
れ
計

画
は
ふ
り
だ
し
に
も
ど

て
し
ま
い
ま
し

た
。
八
郎
は
孝
明
天
皇
に
「
回
天
封
事
」
と

題
し
た
建
白
書
を
送
り
江
戸
に
向
か
い
ま
し

た
。
ま
た
、
政
治
総
裁
松
平
春
嶽
に
は
「
急

務
三
策
」
と
い
う
建
白
書
を
送
り
ま
し
た
。

「
国
家
存
亡
に
関
わ
る
時
代
に
有
能
な
人
材

を
広
く
世
に
問
う
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
内

容
の
も
の
で
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
政
治

犯
の
罪
を
許
さ
れ
て
、
八
郎
や
同
志
は
釈
放

さ
れ
ま
し
た
が
八
郎
の
妻
お
蓮
は
、
す
で
に

獄
死
し
た
後
だ

た
の
で
す
。
(
次
号
へ
) 

 

維
新
の
魁 

清
河
八
郎
を 

大
河
ド
ラ
マ
に
！ 

「
清
河
八
郎
」
を
主
人
公
と
す
る
大
河
ド
ラ

マ
の
実
現
を
目
指
し
、
平
成
三
〇
年
五
月
に

「
清
河
八
郎
大
河
ド
ラ
マ
誘
致
協
議
会
」
を

設
立
し
ま
し
た
。
現
在
、「
清
河
八
郎
」
を
多

く
の
人
に
知

て
も
ら
い
た
い
！
と
い
う
願

い
の
も
と
、
周
知
活
動
を
行

て
い
ま
す
。 

 
歴
史
の
里
の
お
も
て
な
し 

～
ガ
イ
ド
の
会
よ
り
～ 

八
郎
は
、
聞
い
た
こ
と
と
見
た
こ
と
は
違

う
と
考
え
、
自
分
の
目
で
確
か
め
よ
う
と

様
々
な
場
所
を
訪
れ
ま
し
た
。 

嘉
永
元
年
(
一
八
四
八
年
)、
一
九
歳
の
と

き
、
叔
父
の
弥
兵
衛
一
行
と
四
国
や
大
阪
、

京
都
を
訪
れ
、
嘉
永
三
年
(
一
八
五
〇
年
)

に
は
、
有
名
な
文
人
学
者
を
訪
ね
な
が
ら
九

州
を
巡
り
ま
し
た
。
ま
た
安
政
二
年
(
一
八

五
五
年
)
三

九
月
に
か
け
て
、
母
親
を
連

れ
て
、
善
光
寺
、
伊
勢
、
奈
良
、
京
都
、
宮

島
、
岩
国
、 

天
橋
立
、
日 

光
な
ど
め
ぐ 

る
大
旅
行
を 

し
ま
し
た
。 

そ
の
様
子
は
、 

紀
行
文
「
西 

遊
草
」(
県
指 

定
文
化
財
) 

に
記
さ
れ
て 

い
ま
す
。 

清
河
八
郎
は
旅
が
好
き
だ

た
？ 

母
親
お
も
い
の
八
郎 

百
聞
は
一
見
に
如
か
ず

 

関
所
を
通
る
人
々

 

令
和
四
年
度
は
コ
ロ
ナ
感
染
の
規
制

が
緩
和
と
な

た
こ
と
で

お
客
様
の

数
も
戻

て
き
た
と
感
じ
ら
れ
た
年
で

し
た

 

歴
史
公
園
が
オ

プ
ン
し
て
お
客

様
と
の
ふ
れ
あ
い
か
ら
感
じ
た
こ
と
を

記
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す

 

以
前
清
川
に
住
ん
で
い
た

父
母

の
生
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
す

な
ど
清
川

に
ゆ
か
り
の
あ
る
人
々
が
よ
く
訪
ね
て

き
て
く
れ
ま
し
た

懐
か
し
そ
う
に
昔

話
を
す
る
顔
は
し
ば
し
タ
イ
ム
ス
リ

プ
し

対
応
す
る
こ
ち
ら
も
嬉
し
く
な

る
こ
と
が
度
々
で
し
た

 

又

関
所
が
オ

プ
ン
し
て
間
も
な

く
の
あ
る
日

高
齢
の
父
と
息
子
連
れ

の
方
が
船
見
番
所
を
暫
く
見
上
げ
て
い

ま
し
た

そ
の
後

食
事
に
寄

て
く

れ
た
の
で
話
し
か
け
て
み
た
と
こ
ろ

息
子
が
船
見
番
所
の
石
垣
を
工
事
し
た

石
工
だ
と
の
こ
と

父
に
仕
事
を
見
て

も
ら
い
た
く
て
連
れ
て
こ
ら
れ
た
そ
う 

 

で
す

と
て
も
嬉
し
そ
う
に
話
し
て

く
れ
ま
し
た

 

【
抹
茶
】
販
売
は
じ
め
ま
し
た 

昨
年
十
一
月
よ
り
清
川
関
所
館
内

で
抹
茶
の
提
供
販
売
を
ス
タ

ト
し

ま
し
た

平
日
限
定

三
月
以
降
も

引
き
続
き
ご
利
用
お
待
ち
し
て
お
り

ま
す

 

友
人
同
志
ゆ

く
り
食
事
を
し

御
殿
林
を
散
策
し
て
ゆ
く
方
も
多

く

こ
れ
か
ら
春
に
な

て
多
く
の

お
客
さ
ん
が
来
所
し
て
く
れ
る
こ
と

で
し

う

 
今
年
は
ど
ん
な
方
々
と
出
会
え
る

か
な

昔
も
今
も
関
所
は
人
と
人
の

交
流
の
場
の
よ
う
で
す
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令
和
四
年
四
月
か
ら
十
一
月
ま
で

清
川
歴
史
公
園
の
来
所
者
数
は
４,

６
７
２
名
で

前
年
比
１
５
８
％
と

な
り
ま
し
た

 

令
和
四
年
は

お
食
事
処 

御
殿
茶

屋

の
ス
タ

フ
を
は
じ
め
地
域
の

方
々
に
ご
協
力
い
た
だ
き

六
月
・
八

月
・
十
一
月
に

歴
史
講
座i

n

清
川

 

清川歴史公園のご利用状況（令和４年４月～１１月) 

〇
平
日
に
も
何
回
か
開
店
し
て
ほ

し
い

 

〇
土
日
祝
以
外
に
昼
食
が
で
き
る

場
所
が
欲
し
い
で
す

 

●
六
月
か
ら
二
ケ
月
に
一
回
で
す

が

平
日
に
台
湾
料
理
の
キ

チ
ン

カ

に
来
て
も
ら
い
ま
し
た

ま
た

館
内
で
平
日
限
定
・
抹
茶
や
コ

ヒ

等
の
提
供
を
始
め
ま
し
た

 

〇
お
そ
ば
お
い
し
い
の
で

更
に
足

を
運
び
た
く
な
る
イ
ベ
ン
ト
を
！ 

 
 

●
ひ
な
祭
り
や
七
夕
ま
つ
り

歴
史

講
座

i
n

清
川
等
の
昼
食
付
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
し
ま
し
た

 

〇
お
土
産
を
増
や
し
て
欲
し
い

 

●
オ
リ
ジ
ナ
ル
ブ
レ
ン
ド
コ

ヒ

の
コ

ヒ
バ

グ
や
大
名
行
列

の
ク
リ
ア
フ

イ
ル
等
を
新
た
に

販
売
し
ま
し
た

 

〇
目
立
つ
看
板
が
あ

た
ら
い
い

な
と
思
い
ま
し
た

 

●
清
川
駅
前
と
清
川
ま
ち
づ
く
り

セ
ン
タ

前
に
設
置
し
て
い
る
看

板
を
リ
ニ

ア
ル
し
ま
し
た

 

 

紙
芝
居

清
河
八
郎

 
 

無
礼
者

斬

八
郎

 

⑪ 

 

 

一
八
六
一
年
五
月
、
八
郎
に
と

て
運
命

的
な
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。
水
戸
の
志
士

に
呼
ば
れ
て
両
国
へ
行

た
帰
り
道
六
尺
棒

を
持

た
幕
府
の
回
し
者
に
道
を
ふ
さ
が
れ

け
ん
か
に
な
り
「
無
礼
者
」
と
八
郎
の
白
刃

は
抜
き
打
ち
ざ
ま
に
男
の
首
を
は
ね
ま
し

た
。
胴
よ
り
離
れ
た
頭
は
ニ
メ

ト
ル
ほ
ど

離
れ
た
瀬
戸
物
屋
の
ど
ん
ぶ
り
に
ゴ
ロ
ン
と

転
が
り
入
り
ま
し
た
。
側
に
い
た
鉄
舟
も
あ

ま
り
の
早
業
に
気
付
か
な
か

た
と
言
い
ま

す
。
相
手
が
腰
を
抜
か
し
て
い
る
間
に
八
郎

た
ち
は
や
み
に
消
え
ま
し
た
。
そ
の
後
、
八

郎
は
幕
府
の
御
尋
ね
者
と
な
り
一
年
半
に
お

よ
ぶ
逃
亡
者
生
活
と
な
り
ま
し
た
が
、
逆
に

尊
皇
攘
夷
の
同
志
集
め
に
か
け
ま
わ
り
、
中

国
地
方
・
九
州
を
旅
し
ま
し
た
。
虎
尾
の
会

も
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
妻
の
お
蓮
・
弟
の
熊

三
郎
・
同
志
の
池
田
・
石
坂
ら
八
名
が
投
獄

さ
れ
ま
し
た
。
父
母
ま
で
が
拷
問
を
受
け
、

さ
ま
ざ
ま
な
名
目
で
多
額
な
金
品
を
奪
わ
れ

た
の
で
す
。 

 

(
次
ペ

ジ
へ
つ
づ
く
) 

十
一
月
六
日
に
は

関
所
ま
つ
り

を
開
催
す
る
等
し
て
多
く
の
お
客
様

に
お
越
し
い
た
だ
く
機
会
を
設
け
て

き
ま
し
た

 

清
川
歴
史
公
園
は
現
在
冬
季
休
業

中
で
す

令
和
五
年
三
月
一
日
よ
り

営
業
再
開
い
た
し
ま
す

皆
様
の
お

越
し
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す

 

清
川
関
所
内
に
設
置
し
た
ア
ン
ケ

ト
に
よ
り

令
和
四
年
三
月
か
ら

十
一
月
ま
で
計
八
十
二
通
の
お
声
を

い
た
だ
き
ま
し
た

今
回
は
そ
の
一

部
を
ご
紹
介
し
ま
す

 結
果
紹
介 

○
ア
ン
ケ

ト
内
容 

●
回
答
・
対
応 

〇
こ
れ
か
ら
も
保
存
頑
張

て
ほ

し
い
で
す

 

〇
お
そ
ば

ぜ
ん
ざ
い
お
い
し
か

た
で
す

知
人
に
も
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
し
た

 

〇
季
節
を
心
ゆ
く
ま
で
楽
し
め
ま

し
た

 

〇
地
元
の
コ

ヒ

土
産
物
が
あ

る
の
は
魅
力
で
す
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冬
季
休
所
を
経
て
清
川
歴
史
公

園
清
川
関
所
が
三
月
一
日
よ
り
営

業
を
再
開
し
ま
す

本
年
度
は
上

記
記
事
の
と
お
り

最
上
川
舟
運

と
清
川

を
テ

マ
に
企
画
展
示

を
行
い
ま
す

 

紙
芝
居

清
河
八
郎

 

清
川
歴
史
公
園 

三
月
一
日(

水)

営
業
再
開 

虎
尾

会

桜
田
門
外

変

 

⑩ 

一
八
六
〇
年
三
月
三
日
の
季
節
外
れ
の
大

雪
の
日
、
六
〇
名
の
一
行
に
守
ら
れ
た
大
老

井
伊
直
弼
が
、
一
八
名
の
浪
士
ら
に
襲
撃
を

う
け
て
あ

け
な
く
最
後
を
と
げ
、
幕
府
の

力
は
地
に
落
ち
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
一

か
月
前
、
「
虎
尾
の
会
」
を
山
岡
鉄
舟
・
伊

牟
田
尚
平
・
松
岡
万
(
つ
も
る
)
・
益
満
休

之
助
な
ど
一
五
名
で
結
成
し
ま
し
た
。
そ
の

目
的
は
「
外
国
人
を
日
本
か
ら
追
い
払
い
、

天
皇
中
心
に
日
本
を
ま
と
め
よ
う
」
と
い
う

も
の
で
し
た
。
こ
の
こ
ろ
、
ペ
リ

の
黒
船

が
浦
賀
に
や

て
き
た
り
、
井
伊
大
老
が
天

皇
の
許
可
も
得
ず
に
日
米
通
商
条
約
に
調
印

し
た
た
め
、
日
常
品
の
値
段
は
う
な
ぎ
登
り

に
上
が
り
、
幕
府
は
ア
メ
リ
カ
の
お
ど
し
に

負
け
、
言
い
な
り
に
な

て
い
ま
し
た
。
放

て
お
い
て
も
幕
府
は
内
部
か
ら
つ
ぶ
れ
て

し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
民
が
道

連
れ
に
な
る
と
考
え
た
八
郎
は
、
「
民
を
救

い
国
を
治
め
る
こ
と
こ
そ
第
一
」
と
行
動
を

お
こ
し
ま
し
た
。
(
次
ペ

ジ
へ
つ
づ
く
) 

令和 5 年度企画展示「最上川舟運と清川」がテーマに 

昨
年
十
二
月
二
十
一
日

清
川
ま

ち
づ
く
り
セ
ン
タ

に
お
い
て

清

川
歴
史
公
園
管
理
運
営
委
員
会 

展

示
品
・
企
画
展
部
会

が
開
催
さ
れ

令
和
五
年
度
は

最
上
川
舟
運
と
清

川

を
テ

マ
に
資
料
の
収
集
・
展
示

を
行
う
こ
と
が
協
議
さ
れ
ま
し
た

 

計
画
で
は

前
期

三
月

七
月
前

半

は

源
義
経
と
清
川

後
期

七

月
後
半

十
一
月

は

松
尾
芭
蕉
と

清
川

を
サ
ブ
テ

マ
と
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す

 

立
谷
沢
川
と
最
上
川
が
合
流
す
る

付
近
に
位
置
す
る

清
川

は

古
く

か
ら
最
上
川
舟
運
で
栄
え
た
町
で

す

 

 

ま
た
源
義
経
や
松
尾
芭
蕉
ら
も

旅

の
途
中
に
こ
の
地
を
訪
れ
た
記
録
が

あ
り
ま
す

立
川
町
の
歴
史
と
文
化

 

最
上
川
と
清
川
の
関
わ
り
を
感
じ

取

て
い
た
け
れ
ば
と
考
え

本
企
画

展
を
計
画
し
て
い
ま
す

 

最上川を上る小鵜飼船 1945（昭和 20)年頃 

「写真で見る清川の歴史」より 

清川絵図（清河八郎記念館所蔵） 

ま
た

御
食
事
処 

御
殿
茶
屋

は
三
月
四
日

土

よ
り
営
業
い
た

し
ま
す

な
お
三
月
中
は
昨
年
同

様

お
雛
様
を
清
川
関
所
に
展
示

い
た
し
ま
す

皆
様
の
お
越
し
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す

 


