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皆
さ
ま
、
新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

一
六
〇
四
年
、
佐
竹
義
宣
公
が
久

保
田
城
入
城
を
果
た
し
、
こ
こ
秋
田

の
地
で
新
た
な
気
概
の
も
と
、
ま
ち

割
り
、
現
代
風
に
い
え
ば
都
市
計
画

を
手
が
け
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
四
〇
〇

年
。
こ
の
記
念
す
べ
き
年
が
い
よ
い

よ
始
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
、
私
は
新

た
な
時
代
を
告
げ
る
こ
の
年
を
、
同

時
に
「
市
民
協
働
」「
都
市
内
地
域
分

権
」
の
幕
開
け
の
年
に
し
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

「
歴
史
を
想お

も

い
、
今
日

こ
ん
に
ち

を
祝い

わ

い
、

未
来
へ
遺の

こ

す
」
を
基
本
理
念
に
進
め

て
き
た
建
都
四
〇
〇
年
。
い
よ
い
よ

今
年
が
本
番
で
す
。
私
は
今
一
度
こ

の
意
味
を
深
く
か
み
し
め
た
い
と
思

い
ま
す
。

私
た
ち
秋
田
市
民
は
、
建
都
四
〇

〇
年
と
い
う
歴
史
的
エ
ポ
ッ
ク
に
居

合
わ
せ
た
歴
史
の
証
人
で
あ
る
と
同

時
に
、
か
け
が
え
の
な
い
ふ
る
さ
と

秋
田
の
自
然
や
文
化
、
そ
し
て
発
展

へ
の
可
能
性
を
、
次
代
さ
ら
に
は
未

来
に
引
き
継
ぐ
原
動
力
と
し
て
の
役

割
を
担
う
責
務
が
あ
り
ま
す
。

記
念
す
べ
き
歴
史
の
一
歩
を
と
も

に
高
々
と
歌
い
上
げ
、
今
こ
そ
秋
田

の
再
発
見
と
明
日
を
見
つ
め
る
旅
に

出
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

さあ、建都400年
そして
市民協働・地域分権元年

秋田市長 佐竹 敬久

歴
史
の
証
人
で
あ

り
原
動
力
に

さ
あ
、
建
都
四
〇
〇
年

小野小町
お の の こ ま ち

、紀貫之
きのつらゆき

、大伴家持
おおとものやかもち

ら36人
の歌仙たちが、県内のお祭りやイベン
トを優雅な表現で紹介します。
１部500円。県内書店・スーパーマー

ケットで販売中！

佐竹三十六歌仙とめぐる

「あきた歳時記」

2004年版
イベント
カレンダー

問い合わせ 企画調整課tel(866)2032

●建都400年関係の記事は６ページ～最終面をご覧ください



戦
後
五
十
年
を
迎
え
た
あ
た
り
か

ら
日
本
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
ほ
こ
ろ

び
が
顕
著
に
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
面

で
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
要
因
の
ひ
と
つ
に
、
全
国
一

律
の
ル
ー
ル
や
考
え
方
、
そ
し
て
そ

れ
に
基
づ
く
画
一
的
な
方
策
、
い
わ

ば
中
央
集
権
的
形
態
が
、
多
様
化
す

る
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
く
な
っ
た
と
い

う
側
面
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
国
・
地
方
自
治
体
と
も
、

長
年
に
わ
た
る
社
会
基
盤
整
備
や
長

引
く
景
気
低
迷
に
対
す
る
経
済
対
策

の
た
め
、
い
わ
ば
借
金
で
あ
る
多
額

の
公
債
を
発
行
し
た
結
果
、
財
政
状

況
が
極
度
に
厳
し
く
な
り
ま
し
た
。

こ
の
ま
ま
で
は
数
年
の
う
ち
に
正
常

な
行
政
運
営
が
で
き
な
く
な
る
お
そ

れ
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
そ
こ
に
暮
ら

す
住
民
が
地
域
に
合
っ
た
ル
ー
ル
の

も
と
、
地
域
の
特
色
を
活
か
し
た
地

域
づ
く
り
を
行
う
と
い
う
、
い
わ
ゆ

る
地
方
分
権
の
流
れ
が
大
き
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。

他
ひ

人
と

任
ま か

せにしていては、
何も始まらない。

昨年秋にオープンしたサンパル秋田で、中央公民館の陶芸サークル・陶友会のみなさんと

地
方
分
権
の
中
で

市
民
協
働
元
年
へ
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さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
時
代
認
識
に

た
て
ば
、
地
方
分
権
と
は
、
一
方
で
地

方
自
治
体
と
住
民
の
責
任
が
極
め
て
重

く
な
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
れ
ま

で
は
、
多
く
の
分
野
で
国
が
定
め
た
ル

ー
ル
の
も
と
国
か
ら
の
補
助
金
を
多
用

し
な
が
ら
地
域
づ
く
り
を
進
め
て
き
ま

し
た
が
、
と
も
す
れ
ば
他
人
任
せ
と
い

う
面
が
強
く
な
り
が
ち
で
し
た
。

こ
れ
が
地
方
分
権
の
時
代
に
な
っ
て

き
ま
す
と
、
例
え
ば
市
役
所
と
い
う
行

政
機
関
と
住
民
と
が
共
に
意
見
を
出
し

合
い
、
知
恵
を
絞
り
な
が
ら
ル
ー
ル
づ

く
り
を
し
、
実
際
の
施
策
や
事
業
に
移

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
極
め
て
厳

し
い
財
政
状
況
下
で
は
、
行
政
コ
ス
ト

を
引
き
下
げ
な
が
ら
も
、
真
に
必
要
な

施
策
は
し
っ
か
り
進
め
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
市
民
の
声
も
ア
ン
テ
ナ
を

広
く
高
く
し
て
的
確
に
と
ら
え
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
一
方
で
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス

に
対
す
る
市
民
ニ
ー
ズ
が
多
様
化
し
、

今
や
量
的
に
も
質
的
に
も
す
べ
て
を
カ

バ
ー
す
る
の
は
困
難
に
な
っ
て
き
て
お

り
ま
す
。
市
民
が
で
き
る
こ
と
は
で
き

る
だ
け
市
民
の
皆
さ
ん
に
や
っ
て
も
ら

い
、
市
役
所
は
市
民
の
で
き
な
い
部
門

や
本
来
の
基
礎
的
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
し

っ
か
り
や
る
と
い
う
方
向
に
転
換
し
て

い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
こ
れ
だ
け
で
市
民
協
働
を
言

っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
市
民

自
身
が
市
政
や
市
民
活
動
に
参
加
す
る

喜
び
を
見
い
だ
す
と
い
う
こ
と
が
重
要

で
す
。
ま
っ
た
く
の
個
人
、
町
内
会
な

ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

あ
る
い
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
し
て
で
あ
っ
て
も

か
ま
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
ま
で
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い

う
と
、「
社
会
や
公
益
の
た
め
」
と
い

っ
た
、
や
や
奉
仕
的
な
意
味
合
い
で
語

ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
今
で
は
参
加
す
る
喜

び
や
そ
の
意
義
を
、
奉
仕
と
い
う
側
面

だ
け
で
は
な
く
、
自
己
実
現
に
も
見
い

だ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
つ
ま
り
「
自
分
の
た
め
に
」
で
す
。

ま
さ
に
新
た
な
時
代
、
住
み
よ
い
ま

ち
づ
く
り
の
た
め
に
は
、
市
民
と
の
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築
、
市
民
と
市

政
と
の
協
働
が
強
く
求
め
ら
れ
る
の
で

す
。こ

れ
は
、
私
の
選
挙
公
約
の
ひ
と
つ

で
す
が
、(
仮
称)

市
民
公
聴
条
例
の
制

定
が
あ
り
ま
す
。

市
民
協
働
の
目
的
は
市
民
と
市
政
が

地域の暮らし
おしゃべりネット

市民ミーティング

今
、
な
ぜ
市
民
協
働
？

秋
田
発
・
日
本
初
の

ル
ー
ル(

条
例)

づ
く
り

秋田市建都400年記念郷土創作オペラ
「久保田城下町～押し花の愛」

わたしたちも盛り上げます！
秋田市建都400年記念事業サポーターのみなさん



一
体
と
な
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に

は
、
施
策
の
企
画
立
案
や
変
更
の
過
程

に
お
い
て
、
市
民
の
意
見
や
情
報
、
知

識
な
ど
を
市
の
意
思
決
定
に
反
映
さ
せ

る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
広
く
さ
ま
ざ

ま
な
価
値
観
を
持
っ
た
市
民
の
声
を
く

み
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
さ
に
市
民
公
聴
と
い
う
こ
と
で
す

が
、
そ
の
原
点
と
し
て
は
何
よ
り
も
公

平
・
客
観
性
と
い
う
点
が
重
要
で
す
。

例
え
ば
裁
判
に
お
け
る
陪
審
員
制
度
と

似
た
発
想
で
す
が
、
市
民
の
中
か
ら
無

作
為
に
百
人
を
選
び
政
策
評
価
委
員
会

の
よ
う
な
も
の
を
つ
く
っ
た
ら
ど
ん
な

結
果
が
出
る
で
し
ょ
う
。
ベ
ス
ト
セ
ラ

ー
の
書
名
を
借
り
れ
ば
、「
秋
田
市
が

も
し
百
人
の
町
だ
っ
た
ら
」
と
い
う
こ

と
で
す
。

関
係
者
、
専
門
家
な
ど
に
よ
る
委
員

会
と
の
関
連
な
ど
、
ク
リ
ア
す
べ
き
課

題
は
あ
り
ま
す
が
、
公
平
・
客
観
性
の

確
保
と
い
う
点
か
ら
大
い
に
議
論
し
な

が
ら
ベ
ス
ト
な
形
を
つ
く
っ
て
い
き
た

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

今
ひ
と
つ
は
、
基
本
的
に
だ
れ
も
が

市
政
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
可
能
な

シ
ス
テ
ム
の
構
築
で
す
。
こ
れ
は
、
発

言
機
会
の
均
等
を
実
現
さ
せ
る
も
の
で

す
。
と
言
っ
て
も
、
何
も
全
員
に
ア
ン

ケ
ー
ト
用
紙
を
配
布
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
具
体
的
な
手
法

に
つ
い
て
は
今
後
の
検
討
課
題
で
す

が
、
コ
ス
ト
の
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

例
え
ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
広
報
あ
き

た
の
活
用
、
各
施
設
へ
の
市
政
目
安
箱

の
設
置
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
に
つ
い

て
考
え
て
い
き
ま
す
。

条
例
の
内
容
や
名
前
は
現
在
検
討
中

で
す
が
、
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
と
い
う
意
味

で
は
、
秋
田
発
に
し
て
日
本
初
と
な
る

は
ず
。
ぜ
ひ
ご
期
待
く
だ
さ
い
。

河
辺
・
雄
和
両
町
か
ら
の
合
併
申
し

入
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
年
に
な
り
、
合

併
協
議
も
佳
境
に
さ
し
か
か
っ
た
と
こ

ろ
で
す
。

私
は
今
回
の
合
併
を
機
に
、
こ
れ
ま

で
の
本
市
に
お
け
る
合
併
の
反
省
点
も

ふ
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
利
便
性

と
個
性
あ
る
ま
ち
づ
く
り
と
い
う
視
点

を
大
切
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、
本
市
に
は
市
役
所
や
支
所
、

拠
点
公
民
館
、
ま
た
両
町
に
お
い
て
も

町
役
場
な
ど
多
く
の
公
共
施
設
が
あ
り

ま
す
。
私
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
窓
口

業
務
の
Ｉ
Ｔ
化
や
市
役
所
か
ら
支
所
な

ど
へ
の
事
務
権
限
の
分
散
、
施
設
の
複

合
化
な
ど
に
よ
り
、
思
い
切
っ
た
行
財

政
改
革
を
進
め
な
が
ら
も
、
一
方
で
は

地
域
の
こ
と
は
地
域
で
あ
る
程
度
完
結

で
き
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
構
築
が
可
能

に
な
る
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

極
論
す
れ
ば
、
市
役
所
本
体
は
「
市

民
が
足
を
運
ば
な
く
て
も
よ
い
コ
ン
パ

ク
ト
な
市
役
所
」
に
し
よ
う
と
い
う
こ

と
で
す
。
高
齢
社
会
で
も
あ
り
、
市
民

が
そ
れ
ぞ
れ
の
身
近
な
地
域
内
で
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
、
よ
り
地
域
に
密

着
し
た
利
便
性
の
高
い
「
都
市
内
地
域

分
権
型
市
政
」
を
め
ざ
し
ま
す
。

今
、
時
代
は
大
き
な
変
革
期
を
迎
え

て
い
ま
す
が
、
秋
田
を
彩
る
美
し
い
自

然
、
こ
の
地
で
育
ま
れ
て
き
た
、
た
お

や
か
な
文
化
や
人
情
は
、
い
つ
の
時
代

も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
市
民
が
胸
を
張
っ

て
「
い
い
ま
ち
秋
田
」
と
呼
べ
る
ま
ち

を
市
民
協
働
で
つ
く
り
あ
げ
て
い
き
た

い
。
そ
れ
が
私
の
願
い
で
す
。

だ
れ
も
が
意
見
を
述
べ
ら
れ
る

制
度
を
、
き
ち
ん
と
条
例
化
し
た
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
利
便
性
、

個
性
を
大
切
に

都
市
内
地
域
分
権
へ

ふれあい元気教室

条
例
＝
秋
田
市
の
法
律

市民協働
地域分権 元年
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久保田城

川端一丁目 川端二丁目 川端三丁目川端四丁目大町一丁目 大町二丁目 大町三丁目 本町四丁目
上肴町 茶町菊ノ丁 茶町扇ノ丁 茶町梅ノ丁

上亀ノ丁 下亀ノ丁 田中町 柳町
上米町一丁目 上米町二丁目

下米町一丁目 下米町二丁目

通
　
町

大
工
町

保
戸
野
鉄
砲
町

花
館
町

保
戸
野
新
町

保
戸
野
本
町

保戸野川端町

保戸野諏訪町

保戸野表諏訪町

保戸野中町
保戸野愛宕町

保戸野
新橋町

土 手 長 町

上長町 中長町

西根小屋町

東根小屋町

中 谷 地 町

土手谷地町

長 野 町

手形掘端町手形谷地町

手形新町

北
の
丸
新
町

新
中
島
町

手
形
休
下
丁

寺　町

長　沼

保戸野八丁

保
戸
野
金
砂
町

久
保
田
城
下
再
現

台所町

鷹匠町上中島

通町・大町のにぎわい　小店や立売りの
様子、町と町との境に設置された町門な
どに注目！

荻津勝孝「秋田風俗絵巻」から
(秋田県立博物館蔵)

侍
屋
敷(

内
町)

足
軽
屋
敷

町
屋
敷(

外
町)

寺
屋
敷

羽
州
街
道

0607 広報あきた　１月５日号

慶
長
七
年(

一
六
〇
二)

、
常
陸(

現
茨
城
県)

か

ら
秋
田
へ
国
替
え
と
な
っ
た
佐
竹
義
宣
は
最
初
、

安
東
秋
田
氏
の
居
城
だ
っ
た
土
崎
の
湊
城
に
入
り

ま
す
。
し
か
し
そ
こ
が
手
狭
だ
っ
た
た
め
城
下
の

移
転
を
考
え
、
位
置
や
地
形
か
ら
久
保
田
の
地
を

選
び
、
神
明
山

し
ん
め
い
や
ま(

現
千
秋
公
園)

に
城
を
築
く
こ
と

に
し
ま
し
た
。

新
し
い
城
の
建
設
に
着
手
し
た
の
は
慶
長
八

年
。
翌
九
年
に
城
は
完
成
し
、
周
囲
で
は
城
下
の

町
割
り
が
始
ま
り
ま
す
。
神
明
山
の
周
り
に
広
が

る
川
尻
村
、
楢
山
村
、
保
戸
野
村
、
手
形
一
帯
が
、

い
わ
ば
城
下
都
市
計
画
の
地
域
と
な
り
ま
し
た
。

町
割
り
は
慶
長
十
二
年(

一
六
〇
七)

ご
ろ
か
ら

本
格
的
に
始
ま
り
、
町
並
み
が
そ
ろ
っ
た
の
は
寛

永
年
間(

一
六
二
四
〜
四
三)

と
い
わ
れ
ま
す
。

旭
川
を
は
さ
ん
で
東
側
を
武
士
の
住
む
「
内
町

う
ち
ま
ち

」、

西
側
を
町
人
の
住
む
「
外と

町ま
ち

」
に
分
け
、
外
町
の

西
側
に
は
寺
町
を
配
し
て
防
備
の
役
目
も
持
た
せ

ま
し
た
。

外
町
に
は
土
崎
湊
か
ら
大
勢
の
人
た
ち
が
移
り

住
み
、
ま
ち
づ
く
り
を
担
い
ま
し
た
。
湊
の
富
裕

な
商
人
た
ち
が
移
転
し
、
い
ち
早
く
で
き
た
の
が

大
町
一
〜
三
丁
目
。
そ
れ
か
ら
四
〜
五
年
遅
れ
て

茶
町
も
で
き
、
大
町
・
茶
町
は
城
に
近
い
商
業
の

中
心
地
と
し
て
に
ぎ
わ
い
ま
し
た
。

外
町
に
は
、
米
や
魚
な
ど
特
定
商
品
の
独
占
販

売
権
を
持
つ
町
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
た
。

●大町 絹、布、木綿、麻糸、古手(中古
品)類、小間物などを独占販売
●茶町 茶、紙、綿、砂糖、畳表、傘、位
牌、扇子などを独占販売
●米町 上米町と下米町。土崎湊の穀丁の
人たちが移り住み、米を独占販売
●肴町 上肴町と下肴町。土崎湊の肴町が
移ってきた町で、生魚、干魚、塩魚など
を独占販売
●通町 土崎湊と久保田城を結ぶ重要な通
り道という意味の町名。近郊農村から城
下への通路にあたるため、野菜、薪、柴
などの常市が開かれていました。
●鉄砲町 鉄砲鍛冶が住む町。天明四年
(1784)ごろには、あんず、りんご、なし、
栗、青梅など、仙北３郡と河辺郡の川下
げ果物の販売を独占
●鍛冶町 築城に奉仕した土崎の18軒の鍛
冶が土崎から移住し、城下三里四方にお
いて農具などの鍛冶細工を独占
●本町四丁目 絹布、木綿切売の販売権
●本町五丁目 煙草座(たばこ店)の独占権
●本町六丁目 指物師、挽物師の町
●八日町 塩の販売
●馬口労町・向馬口労町 荷物を運搬
する伝馬人足と旅宿の町。毎年馬市
も開かれ馬喰衆で賑わいました　

●亀ノ丁 藩政末期には上亀ノ丁に芝居小屋、寄席場、
料理屋が開かれ、寄席は明治初期まで続きました
●豊嶋町 料理屋の独占
●四十間堀川町 寺町から旭川へ注ぐ「四十間堀」と
呼ばれる水路があり、これに由来した町名
●城町・新城町・酒田町 築城や町割りの作業に協力
するため土崎から移転した人たちがつくった町

川端五丁目 船大工町

鍛冶町

上
川
口

本町五丁目 本町六丁目 上鍛冶町
下鍛冶町

酒田町

豊嶋町

八日町

十人衆町

四
十
間
堀
川
町 城町

新城町
鉄砲町

下
肴
町

室町

下長町

長野下新町

亀ノ丁

築　地

楢　山

馬
口
労
町

向
馬
口
労
町

楢
山
登
町

米沢町十
軒
町

牛島
村

中川口

川
口
新
町

羽州
街道

城下町のCG制作は
ゼロニウム・グラフィックス社(チャレンジオフィスあきた内)
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(大町五丁目・70歳)
さん

い
込
ん
だ
畳
針
を
手
に
、

す
い
す
い
と
畳
の
ふ
ち
を

縫
っ
て
い
く
成
田
正
さ
ん
。「
子
ど

も
の
こ
ろ
か
ら
親
に
『
お
ま
え
は

畳
屋
に
な
る
ん
だ
』
と
言
わ
れ
て

こ
の
道
に
入
り
五
十
年
に
な
り
ま

す
。
今
は
ほ
と
ん
ど
機
械
で
作
り

ま
す
が
、「
細
か
い
と
こ
ろ
は
や

っ
ぱ
り
人
の
手
じ
ゃ
な
い
と
ね
」

と
針
先
に
神
経
を
集
中
し
ま
す
。

詳
し
い
記
録
は
残
っ
て
い
ま
せ

ん
が
、
創
業
百
七
十
年
を
超
す

老
舗

し
に
せ

だ
そ
う
で
、
昔
の
こ
と
を
尋

ね
る
と
、「
家
の
金
庫
か
ら
、
明

治
時
代
に
発
行
さ
れ
た
二
枚
の
鑑か
ん

札さ
つ

が
出
て
き
て
ね
、
年
代
の
古
い

鑑
札
は
、『
南
秋
田
郡
役
所
』
発

行
の
焼
印
が
押
し
て
あ
っ
て
、
時

代
を
感
じ
た
ね
。
今
じ
ゃ
家
の
宝

だ
よ
」
と
誇
ら
し
げ
で
す
。

「
私
で
四
代
目
、
息
子
が
五
代

目
と
し
て
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
か
ら
は
内
装
な
ど
家
づ
く
り
全

体
の
こ
と
も
考
え
な
が
ら
、
畳
作

り
に
励
み
た
い
」
と
話
し
て
く
れ

ま
し
た
。

い
こ
ろ
は
家
具
職
人
と
し

て
腕
を
な
ら
し
た
清
水
良

太
郎
さ
ん
は
、
現
在
、
大
町
六
丁

目
で
家
具
店
の
経
営
に
携
わ
っ
て

い
ま
す
。

先
代
の
こ
ろ
に
は
、
職
人
五
人

を
か
か
え
店
も
に
ぎ
や
か
だ
っ
た

そ
う
で
、「
昔
の
職
人
は
、
タ
ン
ス

一
本
を
一
日
で
作
っ
た
も
の
で
す

よ
。
私
も
見
よ
う
見
ま
ね
で
、
職

人
に
な
り
た
て
の
こ
ろ
か
ら
、
タ

ン
ス
の
金
具
付
け
な
ど
簡
単
に
で

き
ま
し
た
。
先
代
で
あ
る
父
の
技

術
を
知
ら
な
い
う
ち
に
体
で
覚
え

て
い
た
ん
で
す
ね
」
と
当
時
を
振

り
返
り
ま
す
。

明
治
十
九
年
の
俵た

わ
ら

屋や

火
事
と
呼

ば
れ
る
大
火
で
資
料
が
紛
失
し
て

し
ま
い
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
文
政
年
間(

一
八
一
八
ー

一
八

二
九)

に
は
家
具
屋
と
し
て
創
業

し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
い

ま
す
。

つ
い
最
近
、
昔
を
偲し
の

ぶ
先
々
代

の
店
舗
の
看
板
が
見
つ
か
り
ま
し

た
。「
看
板
を
見
れ
ば
、
家
具
、

タ
ン
ス
の
ほ
か
、
武
具
を
入
れ
た

り
、
嫁
入
り
道
具
を
入
れ
た
り
し

た
長な
が

持も
ち

な
ど
も
作
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。
そ
れ
に
先
代
は
、
秋
田
で

初
め
て
洋
ダ
ン
ス
を
作
っ
た
と

か
。
歴
史
を
感
じ
ま
す
」
と
懐
か

し
げ
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

清水良太郎さん

看板が物語る
老舗の伝統

清水良太郎さん。看板の「宇吉」は先々代の名前

100年以上前の
鑑札が家宝
成田正

成田さんが手作業のときに使う道
具。使い込まれています

(大町六丁目・72歳)

使

若

藩
政
時
代
か
ら
職
人
、
商
人

の
ま
ち
と
し
て
栄
え
た
外と

町ま
ち

に
は
、
今
な
お
続
く
老
舗
が

あ
り
ま
し
た
。



家
の
仁
右
衛
門

に

え

も

ん

さ
ん
と
分

家
の
治
右
衛
門

じ

え

も

ん

さ
ん
は
、

通
り
を
挟
ん
で
向
か
い
合
っ
て
石

材
店
を
営
ん
で
い
ま
す
。

初
代
仁
右
衛
門
は
四
百
年
前
、

佐
竹
義
宣

よ
し
の
ぶ

が
秋
田
へ
国
替
え
と
な

っ
た
際
、
義
宣
に
付
き
従
い
、
常

陸
か
ら
秋
田
へ
や
っ
て
来
た
と
い

い
ま
す
。

「
初
代
は
、
久
保
田
城
築
城
の

際
、
石
工
職
人
の
棟と

う

梁り
ょ
う

を
務
め
た

と
伝
え
聞
い
て
い
ま
す
。
藩
政
時

代
、
登
城
す
る
際
に
付
け
た
裃
か
み
し
もや

、

慶
応
三
年(

一
八
六
七)

に
発
行
さ

れ
た
鑑
札
が
今
も
残
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
に
、
職
人
と
し
て
は
特

別
に
脇
差
を
持
ち
歩
く
こ
と
が
許

さ
れ
て
い
ま
し
た
」
と
話
す
仁
右

初代仁右衛門は
義宣公と秋田へ

左から治右衛門さん、仁右衛門さん、治右衛門さんの息子の新一さん

石井仁右衛門
石井治右衛門さん

さん
(大町二丁目・76歳)

(大町二丁目・75歳)

慶応３年(1867)発行の鑑札

上村義行さん。年末は門松作りに精を出します

村
家
で
は
、
も
と
も
と
竹

の
仕
入
れ
の
ほ
か
、
桶
や

か
ご
を
作
る
職
人
た
ち
を
か
か

え
、
そ
の
製
品
を
売
っ
て
生
業

な
り
わ
い

と

し
て
い
た
そ
う
で
す
。

「
そ
も
そ
も
祖
先
は
、
佐
竹
氏

と
一
緒
に
常
陸
か
ら
や
っ
て
き
た

そ
う
で
す
。
代
々
屋
号
と
し
て

『
清
四
郎
』
を
名
乗
っ
て
い
ま
し

た
。
先
代
が
着
て
い
た
と
い
う
名

入
り
の
半
纏
は
ん
て
ん

も
残
っ
て
い
ま
す
」

と
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

先
代
は
商
売
上
手
な
人
で
、
全

国
を
歩
い
て
、
自
分
の
目
で
確
か

め
て
竹
を
仕
入
れ
て
い
た
と
か
。

「
昔
か
ら
の
信
頼
関
係
で
、
今
も

変
わ
ら
ず
九
州
や
宮
城
の
良
い
竹

を
仕
入
れ
ら
れ
る
の
も
先
代
の
お

か
げ
」
と
感
謝
し
ま
す
。

職
人
を
置
い
て
い
た
の
は
、
昭

和
四
十
年
代
ま
で
。
現
在
は
、
造

園
資
材
や
イ
ン
テ
リ
ア
の
材
料
と

し
て
の
竹
の
販
売
が
中
心
と
の
こ

と
。
夏
に
は
竿
燈
の
竿
も
扱
っ
て

い
ま
す
。

「
竿
燈
の
時
期
に
な
る
と
合
計

二
百
本
前
後
の
竹
を
納
め
て
い
ま

す
。
出
竿
町
内
の
ほ
と
ん
ど
が
私

の
家
の
竹
を
使
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
。
私
も
若
い
こ
ろ
は
先

代
の
半
纏
を
着
て
竿
燈
の
練
習
を

し
た
も
ん
だ
よ
」
と
上
村
さ
ん
。

半
纏
を
着
こ
な
す
立
ち
姿
か
ら

は
、
老
舗
の
伝
統
を
継
ぐ
誇
り
が

満
ち
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

上
村
義
行
さ
ん

商
売
に
長た

け
た

先
代
に
感
謝

伝統を感じる先代の半纏

(

大
町
五
丁
目
・
57
歳)

本

上

衛
門
さ
ん
。
石
井
家
が
代
々
職
人

と
し
て
重
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
が

う
か
が
え
ま
す
。

そ
の
由
緒
あ
る
伝
統
を
受
け
継

い
だ
仁
右
衛
門
さ
ん
と
治
右
衛
門

さ
ん
は
、
十
五
歳
か
ら
こ
の
世
界

に
入
り
ま
し
た
。「
昔
は
橋
場
や

か
ま
ど
、
建
物
の
基
礎
と
し
て
石

材
が
使
わ
れ
て
い
た
も
ん
だ
よ
。

赤
れ
ん
が
郷
土
館
の
石
材
部
分

は
、
先
々
代
が
棟
梁
を
務
め
て
い

た
し
、
石
工
職
人
と
し
て
活
躍
の

場
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
。
で
も
今

は
墓
石
が
中
心
」
と
話
し
ま
す
。

「
め
っ
た
に
手
で
削
る
こ
と
は

な
く
な
っ
た
よ
」
と
い
う
仁
右
衛

門
さ
ん
で
す
が
、
の
み
と
ハ
ン
マ

ー
を
握
る
手
は
い
ま
だ
健
在
で
す
。

09 広報あきた　１月５日号



緑
美
し
い
さ
わ
や
か
な
季
節
、「
歴
史
を
想
う
」
春
の

ス
テ
ー
ジ
が
幕
開
け
し
ま
す
。

千
秋
公
園
を
主
会
場
に
、
野
点
茶
会
や
歌
会
、
県
内
郷

土
芸
能
の
実
演
が
リ
レ
ー
形
式
で
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。

●
久
保
田
登
城
ウ
ォ
ー
ク(

仮
称)

●
《
漫
画
》
秋
田
市
400
年
も
の
が
た
り(

仮
称)

刊
行

●
四
〇
〇
年
記
念
式
典
・
前
夜
祭

●
「
秋
田
楽
食
楽
座
ジ
ョ
ヤ
サ(

仮
称)

」

●
秋
田
市
の
文
化
財
展

●
悠
久
の
北
前
航
路
の
旅
・
日
本
海
ク
ル
ー
ズ

６月 ５月 ４月

400年時代絵巻400年時代絵巻
●
常
陸
の
森
完
成
記
念
事
業

400年祭り絵巻400年祭り絵巻

港
曳
山
ま
つ
り
に
竿
燈
！
市
民
が
熱
く
盛
り
上
が
る

季
節
、「
今
日
を
祝
う
」
夏
の
ス
テ
ー
ジ
。
祝
祭
を
テ
ー

マ
に
し
た
イ
ベ
ン
ト
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。

●
平
成
版
三
十
六
歌
仙
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

●
新
・
秋
田
音
頭
披
露

400年未来絵巻400年未来絵巻

実
り
の
秋
、「
未
来
へ
遺
す
」
秋
の
ス
テ
ー
ジ
が
繰
り

広
げ
ら
れ
ま
す
。
未
来
へ
つ
な
が
る
新
た
な
発
信
を
テ

ー
マ
に
、
食
や
産
業
関
連
事
業
を
核
に
展
開
し
ま
す
。

●
旧
町
名
紹
介
事
業

８月 ７月12月 ９月

・
市
町
合
併
調
印
式

・
ア
ル
ヴ
ェ
・
オ
ー
プ
ン
イ
ベ
ン
ト

中
国
、
ド
イ
ツ
、
ロ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
、
常
陸
の
友
好
・

姉
妹
都
市
か
ら
も
、
た
く
さ
ん
の
友
人
た
ち
が
来
る
よ
！

●｢広報あきた｣は100％再生紙を使用しています。

佐
　
竹
　
敬
　
久

相
　
場
　
道
　
也

松
葉
谷
　
温
　
子

保
　
坂
　
五
　
郎

佐
々
木
　
晃
　
二

安
　
井
　
貞
　
三

石
　
川
　
ひ
と
み

堀
　
井
　
明
　
美

石
　
塚
　
秀
　
博

土
　
田
　
　
　
整

鳥
　
井
　
　
　
修

渡
　
辺
　
正
　
宏

小
　
松
　
　
　
健

鎌
　
田
　
修
　
悦

小
　
原
　
　
　
讓

加
賀
屋
　
千
鶴
子

明
　
石
　
　
　
叡

佐
々
木
　
勇
　
進

猪
　
股
　
竹
　
作

成
　
沢
　
淳
　
子

小
　
林
　
一
　
夫

塚
　
田
　
　
　
勇

花
　
田
　
清
　
美

菅
　
原
　
弘
　
夫

小
木
田
　
喜
美
雄

米
　
山
　
七
　
郎

鈴
　
木
　
忠
　
夫

佐
　
原
　
孝
　
夫

相
　
場
　
金
　
二

渡
　
辺
　
良
　
雄

三
　
浦
　
芳
　
博

加
賀
谷
　
正
　
美

柏
　
谷
　
幸
　
彦

荻
　
原
　
　
　
守

前
　
田
　
喜
　
蔵

宇
佐
美
　
洋
二
朗

新
　
岡
　
　
　
雅

近
　
江
　
喜
　
博

芦
　
田
　
晃
　
敏

保
　
坂
　
直
　
一

相
　
原
　
政
　
志

菊
　
地
　
達
　
雄

長
谷
川
　
昭
　
一

赤
　
坂
　
光
　
一

高
　
橋
　
智
　
徳

榎
　
　
　
　
　
清

（
議
席
順
）

市

長

助

役

助

役

収
入
役

副

議
長

議

員
〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

市
議
会

議

長

広報あきた 編集発行■秋田市役所広報課 〒010-8560 秋田市山王一丁目１ー１ t e l 018(866)2034 秋田市ホームページ ■ http://www.city.akita.akita.jp/
■広報あきたがご自宅に届かないときは、広報課にご連絡ください■この冊子は、単価１部8.19円　無料配布です

歴
史
を
想
い
、
今
日

こ

ん

に

ち

を
祝
い
、
未
来
へ
遺の

こ

す

今年もよろしくお願いいたします

建都400年記念式典は秋田駅東口にオープンするＡl☆Ｖe (アルヴェ)を主会場に開催！
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