
運行期間/月～金曜日（祝日含）9時台～13時台まで(土・日は運休）

葉山まちづくり協会寒さに負けず、外にでかけよう

　

イ
ト
ー
ピ
ア
ル
ー
ト
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方

か
ら
感
想
を
聞
い
た
。
バ
ス
の
室
内
は
広
く
、

た
く
さ
ん
買
い
物
を
し
て
も
気
兼
ね
な
く
バ
ス

に
運
び
こ
め
る
の
が
い
い
。
ま
た
バ
ス
は
と
て

も
き
れ
い
で
、
運
転
手
さ
ん
は
安
全
運
転
。
今

ま
で
、
逗
子
駅
に
バ
ス
で
向
か
っ
て
も
お
店
ま

で
遠
く
大
変
だ
っ
た
が
、
店
の
前
で
停
ま
っ
て

く
れ
る
た
め
、
買
い
物
が
と
て
も
楽
に
な
っ
た

と
の
こ
と
。
ま
た
ユ
ニ
オ
ン
で
は
午
後
便
も
あ

る
の
で
、
薬
屋
・
郵
便
局
・
銀
行
・
病
院
な
ど

　
　

の
用
事
を
済
ま
せ
て
も
大
丈
夫
。
そ
の
ま

ま
京
急
ス
ト
ア
に
も
行
く
の
で
上
手
に

利
用
す
れ
ば
、
か
な
り
便
利
な
バ
ス
だ
。

　

今
で
は
、
週
に
２
〜
３
回
利
用
す
る

常
連
さ
ん
も
い
る
そ
う
で
、
バ
ス
の
道

中
で
は
会
話
も
は
ず
む
。

　

時
刻
や
ル
ー
ト
な
ど
の
詳
細
は
各
お

店
に
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
き
た
い
。

　
「
京
急
ス
ト
ア
葉
山
店
」
と
「
も
と
ま
ち
ユ

ニ
オ
ン
葉
山
店
」
が
お
買
物
巡
回
送
迎
車
の
運

行
を
始
め
た
。

　

四
つ
の
ル
ー
ト
が
あ
り
、
買
物
客
か
ら
好
評

を
得
て
い
る
。

　

巡
回
送
迎
車
を
始
め
た
理
由
は
、「
買
い
物

利
用
者
の
居
住
地
域
が
広
い
た
め
、
交
通
の
便

を
考
え
て
」
と
の
こ
と
。
今
後
、
ル
ー
ト
の
地

域
拡
大
や
運
用
時
間
の
変
更
な
ど
は
利
用
状
況

を
み
て
判
断
す
る
そ
う
だ
。

め
ぐ
り
の
森
づ
く
り
作
業

　
　
　
　
　
　
　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

「
湘
南
国
際
村
め
ぐ
り
の
森
」
に
ゆ
た
か
な

【
み
ど
り
】
を
育
て
よ
う
！

◎
応
募
資
格　

高
校
生
以
上
の
自
然
を
愛
す
る  

    

人
／
左
記
の
作
業
予
定
日
の
う
ち
５
日
間
以

　

 

上 

参
加
で
き
る
人

◎
作
業
予
定
日
（
時
間
は
８
時
半
〜
12
時
半
）

 　
　
　

  

10
日
・
15
日
・
20
日
・
25
日
・
30
日

 　
　
　

  

５
日
・
10
日
・
15
日
・
20
日
・
25
日

 　
　
　

  

５
日
・
10
日
・
15
日
・
20
日
・
25
日

◎
申
込
み　

自
然
ふ
れ
あ
い
楽
校
（
野
崎
）

葉
山
倶
楽
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

葉
山
倶
楽
部
は
中
高
年
か
ら
高
齢
者
の
た
め

の
無
料
サ
ロ
ン
。
認
知
機
能
を
活
性
さ
せ
て
、

イ
キ
イ
キ
と
し
た
暮
ら
し
づ
く
り
を
い
た
し
ま

し
ょ
う
！

◎
１
月 

の
テ
ー
マ
は
、
「
金
色
夜
叉
」

　

貫
一
お
宮
で
お
な
じ
み
の
尾
崎
紅
葉
原
作
「
金
色 

　

夜
叉
」
を
紙
芝
居
で
お
楽
し
み
い
た
だ
き
ま
す

※
入
場
無
料  

申
込
み
不
要
、
ど
な
た
で
も
参
加
OK

◎
問
合
せ　

葉
山
倶
楽
部
（
富
永
）　
　
　
　

　

０
８
０
・
５
４
４
２
・
５
２
５
６

◎
後
援　

 

葉
山
町
社
会
福
祉
協
議
会

０
４
６
・
８
５
７
・
８
６
３
６

み
ん
な
で
う
た
お
う
ア
ミ
ス
タ
会

◎
日
時　

３
月
５
日
（
日
）
14
時
〜
16
時

◎
会
場　

葉
山
町
福
祉
文
化
会
館

　

大
会
議
室

◎
費
用　

５
０
０
円
（
資
料
代
）

◎
申
込
み  

  

６
０
才
か
ら
の
音
楽
教
室
（
高
梨
）　

　

    

　
　
　
　
　

初
春
の
ハ
イ
キ
ン
グ　

田
浦
梅
林

◎
日
時　

３
月
４
日
（
土
）
雨
天
中
止

    

９
時
20
分
長
柄
交
差
点
バ
ス
停
集
合

◎
コ
ー
ス

　

南
郷
公
園
↓
二
子
山
分
岐
点
↓
観
音
塚

　

↓
Ｋ
３
分
岐
点
↓
田
浦
分
岐
点
↓

　

白
赤
稲
荷
↓
青
少
年
の
家
（
昼
食
）

　

↓
田
浦
梅
林
↓
田
浦
郵
便
局　

　

１
時
解
散
予
定

◎
持
ち
物　

弁
当
、
飲
み
物
、
敷
物

◎
服
装　

長
袖
、
長
ズ
ボ
ン
、
帽
子
、
履 

    

き
な
れ
た
靴

◎
参
加
資
格

　

小
学
３
年
生
以
上
、
健
康
な
人

◎
参
加
費

　

一
人
３
０
０
円
（
保
険
・
資
料
代
）

◎
先
着
３
０
名

◎
申
込
み　

葉
山
山
楽
会
（
伊
東
）

    

０
４
６
・
８
７
８
・
７
４
３
１

１
月

２
月

３
月

10
日
・
24
日
（
火
）
10
時
〜

              

（
真
名
瀬
・
葉
山
交
流
館
）

12
日
（
木
）
10
時
〜

　
　
　

   

（
一
色
・
ラ
イ
フ
コ
ミ
ュ
ー
ン
葉
山
）

18
日
（
水
）
10
時
〜
（
長
柄
・
長
柄
会
館
）

25
日
（
水
）
13
時
〜
（
堀
内
・
町
民
い
こ
い
の
家
）

　A・イトーピア葉桜ルート
　　　①イトーピア中央公園
　　　②長柄東駐在所
　　　③葉桜公園前
　　　④葉桜バス停
　B・「もとまちユニオン葉山店」発
　  　 「京急ストア葉山店」着ルート
　C・一色ルート
　　　①戸根山公園前
　　　②岡公園前
　　　③ドレミ幼稚園前
　D・「京急ストア葉山店」発
        「もとまちユニオン葉山店」着ルート 

４つのルート

０
４
６
・
８
７
５
・
０
０
２
９
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昭
和
40
年
か
ら
平
成
5
年
ま
で
葉
山
町
長

を
務
め
た
田
中
富

ゆ
た
か

氏
が
作
っ
た
詩
「
葉
山

八
景
」。
八
つ
の
風
景
を
季
節
や
自
然
の
事

象
と
組
み
合
わ
せ
て
う
た
わ
れ
た
詩
文
か
ら

は
、
慣
れ
親
し
ん
だ
風
景
が
新
た
な
美
し
さ

を
も
っ
て
豊
か
な
情
景
と
し
て
浮
か
ん
で
く

る
。

　
詩
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
人
の
感
動
や
気

持
ち
を
印
象
強
く
伝
え
る
も
の
の
ひ
と
つ
に

「
詩
吟
」
が
あ
る
。
詩
吟
の
ル
ー
ツ
は
江
戸

時
代
に
私
塾
や
藩
校
に
お
い
て
漢
詩
を
素
読

す
る
と
き
に
独
特
の
節
を
つ
け
て
詠
ん
だ
こ

と
に
始
ま
る
。
現
代
で
は
詩
吟
に
よ
っ
て
漢

詩
や
和
歌
に
節
を
つ
け
る
こ
と
で
詩
の
も
つ

喜
び
や
悲
し
み
が
情
緒
豊
か
に
表
現
さ
れ
、

聞
く
人
の
心
に
強
く
深
く
と
ど
く
。

　
詩
吟
を
習
う
人
が
増
え
て
い
る
と
聞
き
、

そ
の
魅
力
を
知
り
た
く
て
『
葉
山
町
詩
吟
・

詩
舞
連
盟
』
の
練
習
を
見
学
さ
せ
て
も
ら
っ

た
。
練
習
場
に
集
ま
っ
た
人
た
ち
は
温
か
く

迎
え
入
れ
て
く
れ
た
。
和
や
か
な
雰
囲
気
の

な
か
、
ひ
と
た
び
発
声
練
習
が
始
ま
る
と
た

ち
ま
ち
空
気
が
ぴ
ん
と
張
り
思
わ
ず
背
中
が

伸
び
る
。
練
習
し
て
い
た
の
は
義
経
と
実
朝

の
悲
劇
を
詠
っ
た
「
鎌
倉
哀
歌
」。
お
腹
の

底
か
ら
出
る
力
強
い
声
は
厳
か
に
響
き
、
詩

に
込
め
ら
れ
た
悲
哀
と
作
者
の
思
い
を
感
じ

心
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
。

  

「
詩
を
吟
じ
る
こ
と
」
に
は
一
言
で
は
言

い
表
せ
な
い
た
く
さ
ん
の
魅
力
が
あ
る
。
漢

詩
や
和
歌
に
触
れ
る
こ
と
で
歴
史
に
興
味
が

わ
い
た
り
漢
字
力
が
身
に
つ
い
て
知
識
が
ま

し
、
脳
の
活
性
化
に
な
る
。
腹
式
呼
吸
で
お

腹
の
底
か
ら
大
き
な
声
を
出
す
こ
と
は
腹
筋

が
鍛
え
ら
れ
血
流
が
良
く
な
り
健
康
増
進
に

な
る
だ
け
で
な
く
、
体
の
中
に
た

ま
っ
た
モ
ヤ
モ
ヤ
を
外
に
出
す
こ

と
で
気
分
が
爽
快
に
な
る
。
さ
ら

に
は
仲
間
づ
く
り
も
で
き
て
心
が

豊
か
に
な
り
生
活
に
ハ
リ
が
で

る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
こ
の
み

や
び
な
日
本
の
伝
統
芸
能
が
葉

山
に
住
む
私
た
ち
の
身
近
に
あ

り
、
詩
吟
の
あ
る
豊
か
な
生
き
方

を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
の
だ
。            

　
葉
山
町
詩
吟
・
詩
舞
連
盟
で
は
「
葉
山
八

景
」
を
宮
中
お
歌
所
の
初
代
長
官
だ
っ
た
高

崎
正
風
が
詠
っ
た
和
歌
「
相
州
葉
山
村
別
業

に
あ
り
て
」
の
一
文
と
と
も
に
吟
じ
る
の
が

吉
例
と
な
っ
て
い
ま
す
。

 

  

   

　
　

　
　
　

 

〜 

伝
統
芸
能
を
身
近
に
お
く
豊
か
さ 

〜

ど
ん
ど
焼
き

除
夜
の
鐘

年
越
の
大
祓
い

三
ヶ
浦
海
岸           

１
月
８
日
（
日
）
９
時
〜           

諏
訪
町
下
海
岸　

  

１
月
９
日
（
月
祝
）
９
時
〜　

一
色
海
岸　
　
　

 

１
月
８
日
（
日
）  

９
時
〜
11
時　

鎧
摺
小
浜
海
岸      

１
月
８
日  （
日
）  

10
時
〜
11
時
半
頃

長
者
ヶ
崎
海
岸      

１
月
８
日  （
日
）  

10
時
〜
12
時　

御
霊
神
社　
　

      

１
月
９
日
（
月
祝
） 

 10
時
〜
11
時　

森
戸
神
社　
　

      

１
月
14
日
（
土
）
８
時
〜

眞
名
瀬
海
岸　

      

１
月
14
日
（
土
）
６
時
45
分
頃
〜
11
時

本
圓
寺
前
木
古
庭
公
園 　

１
月
15
日
（
日
）
13
時
〜

〈
葉
山
〉

新
善
光
寺
（
上
山
口
）　

12
月
31
日　

23
時
半
〜
１
時　

  

光
徳
寺
（
堀
内
）     

12
月
31
日　

23
時
45
分
〜

〈
逗
子
〉

妙
光
寺
（
久
木
）　 

12
月
31
日　

23
時
半
〜

延
命
寺
（
逗
子
）　 

12
月
31
日　

23
時
45
分
〜
１
時
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
三
が
日
も
撞
け
る

神
武
寺
（
沼
間
）　 

１
月
１
日　

０
時
〜

海
宝
院
（
沼
間
）　 

12
月
31
日　

23
時
45
分
〜　

  「
人
形
（
ひ
と
が
た
）」
で
身
体

を
な
で
て
息
を
吹
き
か
け
、
こ

の
人
形
を
身
代
わ
り
と
し
て
一

年
間
の
最
後
の
日
に
海
に
流
し
、

新
し
い
年
を
清
ら
か
に
迎
え
る

た
め
に
罪
や
穢け
が

れ
を
祓
い
清
め

ま
す
。

   

人
間
が
も
っ
て
い
る
百
八
つ
の

煩
悩
を
祓
う
意
味
で
百
八
回
鐘
を

つ
く
習
わ
し
。

森
戸
神
社　

12
月
31
日　

15
時
〜

　

新
年
の
門
松
、
お
飾
り
や
お
札

な
ど
を
焼
い
て
一
年
の
無
病
息
災

を
祈
る
習
わ
し
。
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せ
り
・
な
ず
な
・
ご
ぎ
ょ
う
・
は
こ
べ
ら
・

ほ
と
け
の
ざ
・
す
ず
な
・
す
ず
し
ろ
。
ご
存

じ
、
春
の
七
草
。
１
月
７
日
に
食
べ
る
「
七
草

が
ゆ
」
の
代
表
的
な
具
で
も
あ
る
。
整
腸
作
用

や
免
疫
力
を
高
め
る
も
の
が
多
く
、
消
化
の
よ

い
粥
と
し
て
食
べ
る
こ
と
で
正
月
料
理
に
疲
れ

た
胃
腸
を
休
め
、
体
の
調
子
を
整
え
る
。

　

こ
の
七
草
が
ゆ
の
習
慣
、
元
を
た
ど
れ
ば
平

安
時
代
に
遡
る
。
日
本
の
朝
廷
に
は
、
年
始
に

新
た
な
パ
ワ
ー
を
取
り
入
れ
よ
う
と
若
菜
を
摘

ん
で
食
べ
る
「
若
菜
摘
み
」
や
、
豊
作
を
祈

り
、
７
種
の
穀
物
を
粥
に
す
る
「
七
種
が
ゆ
」

と
い
う
伝
統
が
あ
っ
た
が
、
１
月
７
日
を
「
人

日
（
人
の
日
）
」
と
し
、
無
病
息
災
を
願
い
７

種
の
野
菜
の
汁
物
を
食
べ
る
中
国
の
風
習
が
伝

来
。
在
来
文
化
と
自
然
に
結
び
つ
き
、
七
草
が

ゆ
に
発
展
し
た
と
い
わ
れ
る
。

　

七
草
に
今
い
わ
れ
る
７
種
が
指
定
さ
れ
た
の

は
、
室
町
時
代
の
歌
人
・
四
辻
善
成
が
「
こ
れ

ぞ
七
草
」
と
紹
介
し
て
か
ら
。
さ
ら
に
江
戸
時

代
に
な
る
と
、
端
午
の
節
句
や
七
夕
な
ど
と
並

ん
で
、
人
日
が
五
節
句
の
一
つ
に
制
定
さ
れ
、

七
草
が
ゆ
の
風
習
は
庶
民
に
も
広
が
っ
た
。
当

初
は
、
前
日
の
６
日
に
野
原
で
七
草
を
摘
み
、

刻
ん
だ
も
の
を
神
棚
に
供
え
、
７
日
の
朝
に
粥

に
し
て
食
べ
た
と
い
う
。

　

と
は
い
え
現
在
の
よ
う
に
ハ
ウ
ス
栽
培
の

パ
ッ
ク
な
ど
な
い
時
代
、
地
域
に
よ
っ
て
は
揃

わ
な
い
も
の
も
あ
る
。
ま
た
新
暦
に
変
わ
る
と

新
年
の
時
期
が
初
春
か
ら
冬
に
変
わ
り
、
さ
ら

に
入
手
し
づ
ら
く
な
っ
た
。
大
正
〜
昭
和
初
期

に
か
け
て
の
全
国
調
査
で
は
、
七
草
が
ゆ
の
具

は
「
あ
り
合
わ
せ
の
野
草
や
野
菜
」
と
い
う
地

域
が
多
数
。
葉
山
で
も
「
種
類
は
限
ら
ず
家
に

あ
る
青
菜
」
と
か
「
せ
り
、
な
ず
な
、
小
か
ぶ

の
ほ
か
里
芋
や
み
つ
ば
」
を
入
れ
た
と
い
う
。

　

そ
れ
で
も
七
草
が
ゆ
の
風
習
が
現
代
ま
で
根

強
く
受
け
継
が
れ
て
き
た
理
由
の
一
つ
は
、
こ

れ
が
家
族
の
行
事
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
古
老
の
中

に
は
母
と
一
緒
に
野
草
を
摘
ん
だ
記
憶
を
語
る

人
も
い
る
し
、
現
在
で
も
温
か
い
粥
を
囲
む
食

卓
は
家
族
の
絆
や
思
い
出
を
育
む
大
切
な
時
間

で
あ
る
と
と
も
に
、
親
か
ら
子
へ
と
日
本
の
文

化
を
知
ら
ず
知
ら
ず
に
伝
え
て
い
る
。

　

そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
実
際
の
薬
効
も
大
き

い
。
七
草
が
ゆ
の
効
用
は
前
述
し
た
が
、
春
の

七
草
に
は
も
っ
と
大
き
な
パ
ワ
ー
が
あ
る
。
体

に
負
担
が
か
か
る
時
期
（
夏
や
冬
）
を
越
え
た

季
節
の
変
わ
り
目
に
育
つ
野
草
に
は
、
体
に
溜

ま
っ
た
老
廃
物
や
む
く
み
、
余
分
な
水
分
を
排

出
す
る
デ
ト
ッ
ク
ス
作
用
を
持
つ
も
の
が
多

く
、
こ
れ
が
七
草
に
も
当
て
は
ま
る
。

   

だ
か
ら
こ
そ
新
年
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
、

野
に
生
え
る
旬
の
時
期
に
こ
そ
、
も
っ
と
食
べ

た
い
食
材
だ
。
最
も
体
が
必
要
と
し
て
い
る
の

は
、
じ
つ
は
そ
の
時
期
。
幸
い
な
こ
と
に
す
ず

な
（
か
ぶ
）
、
す
ず
し
ろ
（
大
根
）
以
外
は
、

春
先
に
か
け
て
す
べ
て
葉
山
で
自
生
す
る
野
草

で
あ
る
。
粥
は
も
ち
ろ
ん
、
味
噌
汁
の
具
に
し

て
も
香
り
よ
く
お
い
し
い
。

　

そ
れ
に
し
て
も
思
う
の
は
連
綿
と
続
く
人
の

営
み
と
自
然
の
サ
イ
ク
ル
の
密
接
な
関
係
。
人

も
自
然
の
一
部
―
―
七
草
が
ゆ
も
そ
れ
を
理
解

し
て
こ
そ
の
先
人
の
知
恵
で
あ
る
。
七
草
を
味

わ
い
な
が
ら
、
と
き
に
は
、
そ
の
サ
イ
ク
ル
を

ま
だ
ま
だ
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
葉
山
の
環
境
に

も
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
み
よ
う
で
は
な
い
か
。

「
七
草
が
ゆ
」
を
も
っ
と
身
近
に

お
い
し
く
て
、
健
康
に
い
い

せり

なずな

ごぎょう

はこべら

ほとけのざ

すずな

すずしろ

　

一
色
に
あ
るcoya1681

は
、

築
90
年
ほ
ど
の
古
民
家
。
こ
こ

で
今
年
７
年
目
を
迎
え
る
「
和

の
薬
膳
教
室
」
を
主
宰
す
る
の

は
、
国
際
中
医
薬
膳
師
の
山
田
奈
美
さ
ん
。

　

薬
膳
と
き
く
と
、
漢
方
や
生
薬
を
使
っ
た
特

殊
な
料
理
の
よ
う
な
も
の
と
思
い
が
ち
だ
が
、

「
私
た
ち
日
本
人
に
と
っ
て
は
昔
な
が
ら
の
和

食
こ
そ
が
薬
膳
」
と
、
奈
美
さ
ん
。

　

薬
膳
は
、
中
国
の
伝
統
医
学
に
基
づ
い
た
食

に
よ
る
養
生
法
。
食
材
を
「
五
味
」
に
分
類

し
、
体
質
や
季
節
に
合
わ
せ
て
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
で
、
体
調
の
改
善
予
防
だ
け
で
な
く
こ
こ

ろ
の
調
和
も
整
え
て
く
れ
る
。
そ
の
「
組
み
合

わ
せ
」
が
難
し
い
の
だ
が
、
じ
つ
は
「
和
食｣

に
は
美
味
し
く
て
さ
ら
に
薬
膳
の
理
に
か
な
っ

た
工
夫
が
あ
ち
こ
ち
に
隠
れ
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
湿
度
が
高
い
の
で
水
を
溜
め
や

す
い
体
質
の
人
が
多
い
日
本
に
は
、
お
節
料
理

に
も
使
わ
れ
る
豆
類
な
ど
、
余
分
な
水
を
出
し

て
く
れ
る
食
材
や
メ
ニ
ュ
ー
も
豊
富
。
ま
た
、

食
物
繊
維
が
豊
富
だ
け
れ
ど
体
を
冷
や
す
効
果

の
あ
る
ご
ぼ
う
に
は
体
を
温
め
る
唐
辛
子
を
加

え
て
き
ん
ぴ
ら
に
。

　

薬
膳
に
は
生
薬
を
用
い
た
も
の
も
あ
る
が
、

「
食
材
す
べ
て
に
薬
効
が
あ
る
」
と
い
う
の
が

奈
美
さ
ん
の
考
え
方
。
野
菜
は
葉
や
皮
ご
と
使

い
、
旬
の
食
材
を
多
く
取
り
入
れ
、
１
年
か
け

て
じ
っ
く
り
体
質
を
調
え
る
知
識
を
身
に
つ
け

て
い
く
。

　

あ
ら
ゆ
る
食
材
が
季
節
に
関
係
な
く
手
軽
に

手
に
入
る
今
、
先
人
達
の
知
恵
や
日
本
の
気
候

風
土
が
育
て
た
薬
膳
と
し
て
の
「
和
食
」
、
改

め
て
見
直
し
て
み
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。

和
の
薬
膳
教
室

coya1681

（
古
家
い
ろ
あ
い
）

１.ひじきは水で戻し、食べやすい長さに切
る。くるみはから煎りし、1/3量は手で粗め
に割り、残りはなめらかになるまでする。
２.ひじきを鍋に入れ、酒としょう油を加え
汁気がなくなるまで煮る。
３.すったくるみにAを加えて混ぜ合わせ、２
と割ったくるみを加えてさっくり和える。

ひじき（乾）15gほど、くるみ10個、
酒大さじ１、しょう油大さじ1/2
A［みりん大さじ１、しょう油小さじ１］

　
  

      

　■毎月第1水曜/第２水曜　10時～14時　※第2水曜はお子様連れOK
　■受講費１回4000円（体験・単発は4500円）全10回
　■tel ：046-876-9170　   ■mail : coya1681@gmail.com
　■HP：http://tabegoto.com/   →「和の薬膳」をチェック

伝統を受け継ぎ守る職人と、道をつくる職人 葉山まちづくり協会2

と
打
ち
込
む
姿
を
み
て
、
自
分
の
技
を
み
が
い

て
い
る
。

「
近
年
は
別
荘
が
な
く
な
り
、
時
代
と
共
に
需

要
が
減
少
し
て
い
る
の
も
事
実
で
す
ご
く
残
念

で
す
。
で
き
れ
ば
古
い
家
を
残
し
、
日
本
に
古

く
か
ら
伝
わ
る
伝
統
あ
る
高
度
の
技
術
を
伝
え

て
残
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

　

と
静
か
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、
美
し
い
も
の

は
残
し
て
い
き
た
い
と
い
う
プ
ロ
の
職
人
の
心

根
が
感
じ
ら
れ
た
。

   

取
材
日
、
今
は
懐
か
し
い
、
雪
見
障
子
が
新

し
い
年
を
迎
え
よ
う
と
張
り
替
え
ら
れ
て
い

た
。
雪
見
障
子
を
引
き
上
げ
そ
こ
か
ら
見
え
る

庭
の
姿
に
日
本
の
風
景
が
浮
か
ぶ
。

な
る
。
玄
関
を
入
る
と
す
ぐ
に
た
く
さ
ん
の
刷

毛
類
が
整
然
と
か
け
ら
れ
て
い
る
の
が
目
に
飛

び
込
ん
で
く
る
。

　

表
具
店
と
は
障
子
の
張
替
え
、掛
軸
の
修
理
、

屏
風
や
襖
な
ど
日
本
家
屋
に
欠
か
せ
な
い
も
の

を
扱
っ
て
い
る
お
店
で
あ
る
。
御
用
邸
の
障
子

の
張
替
え
を
は
じ
め
、
一
昨
年
お
披
露
目
さ
れ

た
「
葉
山
ふ
る
さ
と
絵
屏
風
」
を
守
谷
さ
ん
が

完
成
さ
せ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
。
こ
れ
は

地
元
町
内
会
や
企
業
な
ど
が
協
働
で
約
３
年
が

か
り
で
制
作
し
た
も
の
。
50
年
以
上
前
の
木
古

庭
か
ら
滝
の
坂
隧
道
ま
で
の
春
夏
秋
冬
の
風
景

を
よ
み
が
え
ら
せ
た
二
曲
屏
風
で
あ
る
。
現
在

は
上
山
口
会
館
で
保
管
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
屏

風
も
10
回
以
上
の
下
張
り
が
さ
れ
て
い
る
。

   

ま
た
掛
軸
一
つ
と
っ
て
も
「
ク
ロ
ス
な
ら
張

替
え
ら
れ
る
が
、
代
わ
り
が
な
い
か
ら
失
敗
が

で
き
な
い
。
と
て
も
神
経
を
使
い
、
緊
張
す
る

作
業
で
す
」と
言
う
。
糊
も
１
種
類
で
は
な
い
。

刷
毛
も
こ
し
の
強
さ
、
用
途
で
全
く
違
っ
て
い

る
。
実
際
に
貴
重
品
で
あ
ろ
う
刷
毛
を
触
ら
せ

て
も
ら
っ
た
。実
に
さ
ま
ざ
ま
な
感
触
だ
っ
た
。

　

跡
と
り
の
息
子
さ
ん
は
全
国
一
級
技
能
士
大

会
、
技
能
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
表
具
の
部
門
で

優
勝
。
き
っ
す
い
の
葉
山
っ
子
だ
が
、「
小
さ

い
頃
か
ら
好
き
だ
っ
た
も
の
づ
く
り
が
し
た

い
」
と
家
業
を
継
ぐ
こ
と
を
決
意
、
伝
統
的
な

技
を
つ
む
ぐ
、
祖
父
・
父
と
そ
れ
ぞ
れ
が
黙
々

　

明
治
27
年
に
天
皇
御
一
家
の
保
養
地
と
し
て

「
葉
山
御
用
邸
」
が
建
て
ら
れ
、
大
正
後
期
か

ら
近
年
に
か
け
て
宮
家
、
政
治
家
、
文
化
人
、

企
業
家
な
ど
の
多
く
の
別
荘
も
建
て
ら
れ
、
別

荘
地
と
し
て
の
葉
山
が
脚
光
を
浴
び
た
。
そ
れ

に
伴
い
、
別
荘
文
化
が
生
ま
れ
、
そ
の
別
荘
文

化
を
支
え
る
大
工
、
畳
屋
、
左
官
屋
、
庭
師
、

表
具
屋
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
人
さ
ん
た
ち
の
技
が

必
要
で
あ
っ
た
。昔
の
家
に
は
床
の
間
が
あ
り
、

そ
こ
に
は
四
季
折
り
折
り
、
月
毎
の
掛
軸
が
か

け
て
あ
り
、季
節
感
が
味
わ
え
た
も
の
で
あ
る
。

来
月
は
ど
の
掛
軸
を
か
け
よ
う
か
と
い
う
選
択

の
楽
し
み
が
あ
っ
た
。

　

一
色
に
あ
る
「
守
谷
表
具
店
」
は
昭
和
11
年

（
１
９
３
６
年
）
に
創
業
、
現
在
で
３
代
目
に

　

葉
山
に
は
「
現
代
の
職
人
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
、

も
の
の
つ
く
り
手
が
増
え
つ
つ
あ
る
。
こ
う
だ

か
ず
ひ
ろ
さ
ん
も
そ
の
一
人
。
堀
内
の
海
辺
近

く
に
、小
さ
な
工
房
「Ko

’ da

‐style

」
を
構
え
、

年
代
物
の
ミ
シ
ン
を
相
棒
に
、
た
っ
た
一
人
で

帆
布
の
か
ば
ん
を
製
作
し
続
け
て
い
る
。

　

工
房
で
は
基
本
、土
・

日
・
月
曜
に
「3DAYS 

SH
O
P

」
と
題
し
て
受

注
会
を
開
催
。
こ
う
だ

さ
ん
デ
ザ
イ
ン
に
よ
る

見
本
、
生
地
、
糸
を
間

近
で
見
、
触
れ
た
う
え

で
、
そ
れ
ら
を
自
由
に
組
み
合
わ
せ
た
か
ば
ん

を
注
文
で
き
る
。

　

複
数
の
か
ば
ん
を
同
時
に
製
作
す
る
こ
と
は

せ
ず
、
一
つ
ず
つ
て
い
ね
い
に
仕
上
げ
る
の
が

こ
う
だ
ス
タ
イ
ル
。
完
成
品
は
直
接
受
注
者
に

手
渡
し
さ
れ
る
の
が
基
本
で
あ
る
。

　

美
し
さ
、
丈
夫
さ
、
軽
さ
…
…
さ
ま
ざ
ま
な

特
長
を
兼
ね
備
え
る
こ
う
だ
さ
ん
の
か
ば
ん
。

持
ち
手
の
柔
ら
か
さ
も
そ
の
一
つ
。
重
い
荷
物

を
持
っ
て
も
手
が
痛
く
な
ら
な
い
の
は
、
試
作

を
重
ね
て
た
ど
り
着
い
た
独
自
の
縫
製
に
よ

る
。「
大
好
き
な
人
と
手
を
繋
ぐ
よ
う
に
持
て

る
か
ば
ん
が
理
想
」
と
こ
う
だ
さ
ん
は
い
う
。

　

手
に
と
る
と
、
長
年
使
い
続
け
た
い
と
い
う

思
い
が
不
思
議
な
ほ
ど
強
く
湧
い
て
く
る
。
持

て
ば
持
つ
ほ
ど
手
に
な
じ
み
、
こ
う
だ
さ
ん
の

言
葉
を
実
感
す
る
。
生
活
の
中
で
生
ま
れ
る
汚

れ
も
「
味
」
と
し
て
美
し
さ
の
一
部
と
な
り
、

そ
れ
だ
け
か
ば
ん
が
愛
し
く
な
る
。

　

手
が
つ
く
り
、
手
か
ら
手
へ
と
渡
さ
れ
、
手

と
と
も
に
完
成
し
て
い
く
。
そ
ん
な
も
の
づ
く

り
の
素
晴
ら
し
さ
が
味
わ
え
る
工
房
だ
。

 

「Ko'da-style

」

手
か
ら
手
へ
と
渡
る
も
の
づ
く
り

日
本
の
伝
統
的
な
技
を
守
り
伝
え
て
い
く
守
谷
表
具
店―

守
谷
周
市
さ
ん

葉
山
の
職
人
さ
ん

親子で「葉山ふるさと絵屏風」作成中！

■「Ko'da-style」葉山町堀内 383
tel:046‐875-7992 
http://koda-style.net

※「3DAYS SHOP」は休業もあり。
訪問する際は電話で確認を。

（
こ
う
だ
ス
タ
イ
ル
）

長年相棒として働くミシン

帆布
 かばん
　工房

2016.12 月現在


