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クロスメディアを総合力でプロデュースする

新シリーズ ヒューマンライフ

　

澤
子
が
凛
と
し
た
表
情
で
口
を
開
い
た
。

「
あ
な
た
の
思
う
よ
う
に
や
っ
て
く
だ
さ
い
。わ
た
し
は
あ
な
た
の
傍そ

ば

を
離
れ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
」

　

片
桐
は
内
心
ホ
ッ
と
し
た
。そ
れ
に
し
て
も
女お

ん
な性
は
結
婚
す
る
と

強
く
な
る
と
い
う
が
、片
桐
は
澤
子
に
こ
う
も
簡
単
に
承
知
し
て
も

ら
う
と
、自
分
が
思
い
悩
ん
で
い
る
こ
と
が
バ
カ
バ
カ
し
く
思
わ
れ
て

く
る
。仕
事
や
会
社
の
こ
と
を
知
ら
な
い
か
ら
澤
子
は
平
然
と
言
っ
て

の
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
と
、片
桐
に
は
う
ら
や
ま
し
く
さ
え
思
え
る

の
だ
。

「
失
敗
で
も
し
た
ら
サ
ラ
金
で
も
や
る
か
」

「
サ
ラ
金
て
、な
ん
で
す
か
」

「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
金
融
を
略
し
て
サ
ラ
金
や
。つ
ま
り
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に

カ
ネ
を
貸
し
て
金
利
を
も
ら
う
わ
け
や
」

「
そ
れ
な
ら
銀
行
の
仕
事
と
同
じ
で
す
ね
。新
し
く
銀
行
を
つ
く
ら
ん

か
て
、山
城
相
銀
で
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
に
お
カ
ネ
貸
し
て
儲
け
は
っ
た
ら

い
い
の
と
違
い
ま
す
？
」

「
な
る
ほ
ど
」

　

片
桐
は
妙
に
感
心
し
て
い
た
。そ
の
時
点
で
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ

た
が
、山
城
相
銀
は
後
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン・ロ
ー
ン
に
力
を
入
れ
る
こ

と
に
な
る
。高
度
経
済
成
長
期
の
こ
の
頃
は
、ま
だ
サ
ラ
金
も
昭
和

五
十
年
代
後
半
期
の
よ
う
な
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
な
か
っ

た
。昭
和
五
十
八
年
十
一
月
、政
府
は
法
外
な
高
金
利
や
暴
力
団
に

よ
る
取
り
立
て
な
ど
を
規
制
す
る
た
め
、サ
ラ
金
規
制
を
試
行
し
て

い
た
。サ
ラ
金
も
経
済
が
成
長
し
て
い
る
間
は
伸
び
た
が
、一
旦
、低
成

長
に
転
じ
る
と
債
権
が
焦
げ
つ
き
、未
回
収
の
債
権
が
増
え
続
き
苦

し
く
な
る
。そ
し
て
借
金
し
て
い
る
者
の
成
れ
の
果
て
は
サ
ラ
金
地
獄

と
化
か
し
た
。

　

片
桐
は（
山
城
相
銀
は
外
部
の
人
間
に
乗
っ
取
ら
れ
、倒
産
寸
前
な

ん
だ
ぞ
）と
言
い
か
け
て
言
葉
を
飲
ん
だ
。せ
っ
か
く
つ
い
て
く
る
気
に

な
っ
て
い
る
の
に
、余
計
な
心
配
を
さ
せ
た
く
な
い
と
考
え
た
か
ら
だ
。

「
お
前
に
承
諾
し
て
も
ら
え
て
勇
気
百
倍
に
な
っ
た
よ
。珠
美
が
結
婚

す
る
ま
で
は
失
敗
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
な
ぁ
」

「
な
に
よ
り
も
藤
田
社
長
に
感
謝
さ
れ
る
こ
と
は
、必
ず
い
い
こ
と
も

あ
る
の
と
違
い
ま
す
…
」

　

片
桐
家
の
家
訓
を
教
え
ら
れ
る
よ
う
な
言
い
方
に
聞
こ
え
て
妙
な

気
が
し
た
。片
桐
は
つ
く
づ
く
夫
婦
と
は
不
思
議
な
も
の
だ
と
思
う

の
だ
っ
た
。ま
っ
た
く
他
人
同
志
だ
っ
た
の
に
、い
つ
し
か
同
化
し
そ
れ

が
心
の
支
え
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
夜
、酒
量
が
い
つ
も
よ
り
増
え
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
、精
神
的

な
安
堵
感
に
浸
り
な
が
ら
片
桐
は
一
段
と
激
し
く
燃
え
た
。澤
子
の

身
体
の
温
も
り
が
伝
わ
る
。そ
れ
は
単
に
生
理
的
な
体
温
で
な
く
、心

の
温
も
り
で
あ
っ
た
。夫
婦
の
絆
と
は
心
の
温
も
り
を
双
方
が
確
認
し

合
う
こ
と
だ
ろ
う
と
片
桐
は
思
う
の
だ
っ
た
。澤
子
の
温
も
り
が
片

桐
の
身
体
に
浸
透
し
て
く
る
の
が
わ
か
る
。そ
の
温
も
り
が
片
桐
の
心

を
満
た
し
、勇
気
を
奮
い
立
た
す
。愛
の
定
量
化
と
は
女
の
温
も
り
を

感
じ
る
感
性
に
左
右
さ
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。千
早
赤
阪
村
の
夜
が

ふ
け
る
の
は
早
い
。遠
く
で
フ
ク
ロ
ウ
の
な
き
声
が
聞
こ
え
る
。窓
の
す

き
間
か
ら
月
光
が
差
し
込
む
。二
人
は
間
も
な
く
寝
入
っ
た
。

る
り
子
が
夕
食
の
声
を
か
け
に
真
三
の
部
屋
に
入
っ
て
き
た
。

「
夕
食
の
準
備
が
で
き
ま
し
た
よ
」

「
そ
う
か
。す
ぐ
行
く
よ
」

　

二
人
は
キ
ッ
チ
ン
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
た
。

「
水
カ
レ
イ
か
、夏
は
こ
れ
が
い
い
な
」

「
あ
な
た
の
好
物
で
し
ょ
う
」

「
そ
う
だ
な
」

　

二
人
は
グ
ラ
ス
に
ビ
ー
ル
を
注
い
で
、軽
く
グ
ラ
ス
を
持
ち
上
げ
、

そ
っ
と
あ
わ
せ
た
。

「
コ
ロ
ナ
感
染
者
が
増
え
て
き
ま
し
た
ね
」

「
愛
知
県
も
１
０
０
名
を
超
え
て
い
る
ね
」

「
全
国
的
に
広
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
」

「
毎
日
、感
染
者
の
数
で
一
喜
一
憂
し
て
い
る
の
も
、疲
れ
る
よ
」

「
本
当
で
す
ね
」

「
つ
い
に
世
田
谷
区
が
、こ
ん
な
こ
と
で
は
ダ
メ
だ
と
、人
と
密
接
す

る
、例
え
ば
美
容
院
、高
齢
者
支
援
施
設
な
ど
か
ら
、そ
の
地
区
の
人

た
ち
が“
誰
で
も
、い
つ
で
も
、何
度
で
も
、無
料
で
”を
謳
い
、Ｐ
Ｃ
Ｒ

検
査
を
大
幅
に
増
や
す
し
か
な
い
と
、都
、国
の
協
力
を
得
て“
世
田

谷
モ
デ
ル
”を
進
め
る
と
い
う
」

「
そ
れ
が
う
ま
く
い
け
ば
前
進
す
る
で
し
ょ
う
か
」

「
多
く
の
人
が
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
外
国
の
よ
う
に
増
や
さ
な
い
と
、感

染
の
状
況
が
把
握
で
き
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
に
、政
府
は
及
び
腰
に

な
っ
て
い
る
」

「
日
本
は
行
政
検
査
と
い
う
こ
と
で
、健
康
保
健
所
に
す
べ
て
の
管
理

を
統
一
し
て
い
る
の
で
、感
染
者
が
増
え
て
く
る
と
、対
応
し
き
れ
な

い
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
よ
う
で
す
ね
」

「
る
り
子
も
、い
ろ
い
ろ
知
っ
て
い
る
ね
」

「
毎
日
、テ
レ
ビ
を
観
て
い
ま
す
と
、コ
ロ
ナ
の
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な

り
ま
す
」

「
そ
う
だ
な
。た
だ
、専
門
家
に
よ
っ
て
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
多
く
し
て
も

意
味
が
な
い
と
い
う
か
と
思
え
ば
、徹
底
的
に
検
査
を
す
べ
き
だ
と

真
反
対
の
こ
と
を
言
う
者
も
い
る
も
の
だ
か
ら
、我
々
は
ど
ち
ら
の

意
見
を
信
じ
た
ら
い
い
の
か
、迷
う
ね
」

「
政
府
は
あ
ま
り
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
積
極
的
で
な
い
の
で
す
か
ね
」

「
そ
れ
に
し
て
も
感
染
者
が
増
え
て
い
る
と
き
に
、Ｇ
O 

Ｔ
O
ト
ラ
ベ

ル
を
実
施
、旅
行
、観
光
を
進
め
て
い
る
。全
国
一
斉
に
し
な
い
で
、地

域
ご
と
に
徐
々
に
進
め
る
べ
き
と
い
う
意
見
が
多
か
っ
た
が
、政
府
は

観
光
業
者
を
救
済
す
る
名
目
で
踏
み
切
っ
た
よ
う
だ
」

「
そ
れ
が
感
染
者
の
急
増
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
か
」

「
人
が
動
け
ば
感
染
者
が
増
え
る
こ
と
は
、当
然
、予
測
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
が
…
」

　

二
人
は
ビ
ー
ル
を
注
ぎ
足
し
、し
ば
ら
く
沈
黙
し
て
食
べ
る
こ
と
に

集
中
し
た
。

　

や
が
て
、る
り
子
は
雑
誌
に
載
っ
た
コ
ラ
ム「
な
ま
け
も
の
」を
真
三

に
見
せ
た
。

―「
な
ま
け
も
の
」（
有
能
な
怠
け
者
は
司
令
官
に
、有
能
な
働
き
者
は

参
謀
に
せ
よ
。有
能
な
怠
け
者
は
有
能
で
あ
る
が
故
に
事
の
是
非
を

決
す
る
こ
と
が
で
き
る
＝
ハ
ン
ス
・
フ
ォ
ン・
ゼ
ー
ク
ト
・
ド
イ
ツ
の
軍

人
）

　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
騒
動
で
多
く
の
人
々
は
自
宅
待
機
を
自
主
的
と

は
い
え
余
儀
な
く
さ
れ
た
。独
居
老
人
た
ち
は
死
の
恐
怖
に
怯
え
な

が
ら
時
の
流
れ
に
身
を
寄
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。身
体
が
動
く
間

は
炊
事
、洗
濯
等
の
家
事
を
毎
日
、繰
り
返
す
。そ
の
間
、通
院
、買
い

物
だ
け
は
欠
か
せ
な
い
。そ
れ
で
も
時
間
が
あ
り
あ
ま
る
。多
く
の
老

人
は
テ
レ
ビ
の
前
に
座
っ
て
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
変
え
な
が
ら
眺
め
て
い
る

こ
と
が
多
い
。毎
日
毎
日
、ウ
イ
ル
ス
関
連
報
道
が
多
く
、う
ん
ざ
り

し
て
く
る
。

　

狭
い
部
屋
で
掃
除
を
し
た
後
、ア
ル
バ
ム
や
資
料
を
引
っ
張
り
出
し

て
は
過
去
を
振
り
返
る
。人
生
の
最
終
章
で
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
原
因

で
死
に
た
く
な
い
ー
と
い
う
思
い
が
強
い
。そ
の
た
め
に
は
、じ
っ
と
耐

え
る
し
か
な
い
。

　

そ
の
時
、あ
る
老
人
は
動
物
の“
な
ま
け
も
の
”を
思
い
浮
か
べ
た
か

も
し
れ
な
い
。な
ま
け
も
の
は
、外
気
に
合
わ
せ
て
体
温
を
変
化
さ
せ

る
変
温
動
物
で
、行
動
も
遅
い
た
め
基
礎
代
謝
量
が
非
常
に
低
く
ご

く
少
量
の
食
物
摂
取
で
も
生
命
活
動
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。な
ま
け

も
の
は
木
の
上
で
一
日
の
ほ
と
ん
ど
を
枝
に
し
が
み
つ
い
て
眠
っ
て
い

る
写
真
を
観
た
人
も
多
い
だ
ろ
う
。な
ま
け
も
の
は
好
き
好
ん
で
怠

け
て
い
る
の
で
は
な
い
。少
量
の
食
べ
物
で
効
率
よ
く
活
動
で
き
る
体

質
な
の
で
あ
る
。

　

人
は
な
ま
け
も
の
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
も
、寝
た
き
り
の
体
に
で

も
な
ら
な
い
限
り
無
理
で
あ
る
。そ
う
で
あ
れ
ば
科
学
力
で
ワ
ク
チ
ン

や
治
療
薬
の
開
発
を
待
つ
し
か
な
い
。

「
そ
う
だ
な
。老
人
は
怯
え
て
い
る
の
は
そ
の
通
り
だ
よ
。俺
も
そ
の
仲

間
だ
よ
」

「
私
も
同
じ
で
す
が
…
」

「
店
を
や
め
て
か
ら
、俺
も
す
っ
か
り
、な
ま
け
も
の
に
な
っ
て
い
る
。そ

れ
に
し
て
も
自
宅
待
機
も
し
ん
ど
く
て
長
続
き
し
な
い
。人
は
自
暴

自
棄
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
」

「
や
は
り
、人
は
何
か
仕
事
を
し
て
い
な
い
と
身
が
も
ち
ま
せ
ん
ね
」

「
そ
の
た
め
に
は
就
職
は
大
事
な
ん
だ
。と
こ
ろ
が
企
業
の
就
職
内
定

率
が
昨
年
に
比
べ
下
が
っ
て
い
る
」

「
確
か
に
店
を
や
め
た
と
き
は
、こ
れ
で
自
由
な
時
間
が
で
き
た
と
喜

び
ま
し
た
が
、自
由
な
時
間
が
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、本
当
の

自
由
時
間
は
な
く
な
り
、か
え
っ
て
苦
痛
に
な
り
ま
し
た
ね
」

「
人
は
自
分
で
考
え
、自
由
に
行
動
が
で
き
な
い
と
、苦
悩
が
増
す
と

い
う
こ
と
に
な
る
」

「
や
は
り
収
束
に
は
二
年
か
ら
三
年
は
か
か
り
そ
う
で
す
ね
」

「
ど
う
い
う
状
態
を
収
束
と
考
え
る
こ
と
だ
が
、ワ
ク
チ
ン
の
開
発
と

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、来
年
の
半
ば
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
が
…
」

「
ワ
ク
チ
ン
が
で
き
て
も
、日
本
人
が
全
員
、打
っ
て
も
ら
え
る
に
は
時

間
が
か
か
り
そ
う
で
す
ね
」

「
今
回
の
場
合
、手
続
き
を
簡
略
化
し
て
い
る
の
で
、副
作
用
の
心
配
が

つ
い
て
回
る
」

「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
あ
る
の
で
、メ
ー
カ
ー
に
も
焦
り
が
あ
り
ま
せ
ん

か
」

「
こ
れ
は
焦
り
で
す
ま
さ
れ
な
い
」

「
こ
れ
ま
で
も
ワ
ク
チ
ン
後
遺
症
の
問
題
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、難
し

い
問
題
で
す
ね
」

「
や
は
り
治
療
薬
が
で
き
な
い
と
、完
全
な
収
束
は
期
待
で
き
な
い
だ

ろ
う
」

「
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、気
が
遠
く
な
り
ま
す
ね
」

「
愛
知
県
も
独
自
の
緊
急
事
態
宣
言
を
発
出
し
た
の
で
、当
分
は
自

粛
生
活
だ
ね
」

「
い
や
で
す
ね
」

「
そ
ろ
そ
ろ
食
事
を
終
わ
ろ
う
か
」と
言
っ
て
、真
三
は
書
斎
に
戻
っ

て
、小
説
の
続
き
を
読
み
始
め
た
。

―
片
桐
は
そ
の
夜
、常
務
か
ら
取
締
役
に
降
格
さ
れ
た
日
の
こ
と
を

夢
の
中
で
思
い
浮
か
べ
て
い
た
。夕
刊
で
Ｋ
信
用
金
庫
の
記
事
を
読
ん

だ
た
め
か
、常
務
理
事
の
山
田
の
顔
が
消
え
て
は
す
ぐ
現
れ
る
。そ
の

う
ち
片
桐
自
身
の
顔
に
代
わ
っ
て
い
る
。あ
れ
は
常
務
に
な
っ
て
一
年

目
の
春
の
午
後
だ
っ
た
。社
長
の
藤
田
万
吉
に
呼
ば
れ
て
社
長
室
に

入
っ
た
。

　

片
桐
は
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
す
る
寸
前
ま
で
、何
を
命
じ
ら
れ
る
か
思
い

悩
ん
だ
が
、ノ
ブ
に
手
を
か
け
た
瞬
間
、頭
の
中
が
空
っ
ぽ
に
な
っ
て
い

た
。
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長澤晶子のSPEED★COOKING!長澤晶子のSPEED★COOKING!料理
研究
家

（
五十二
日
本
文
学（
そ
の
4
）

◎
良
寛
の
漢
詩
③

　
良
寛
さ
ん
の
漢
詩
を
私

が
七
・
七
調
で
訳
し
た
も

の
を
紹
介
し
ま
す
。

⑾「
バ
カ
坊
主
が
ま
た
来
た
ぞ
」

　

私
訳
「
町
で
の
乞こ

つ

食じ
き　

よ

う
や
く
終
え
て
／
八
幡
宮

の　

辺
り
を
歩
く
と
／
子

ど
も
た
ち
が　

話
し
合
っ
て

た
／
『
あ
の
バ
カ
坊
主　

今
年
も
来
た
ぞ
』」

　

訓
読「
十
字
街
頭
、
乞
食

し
了
り　

八
幡
宮
辺
、
方ま

さ

に
徘
徊
す
／
児
童
、
相
見

て
共
に
語
る　

去
年
の
痴

僧
、
今
ま
た
来
た
る
と
」　

　
（
私
の
感
想
）
子
ど
も
た

ち
は
、
一
般
的
に
、
年
長
者

や
僧
侶
に
対
し
て
、
自
分

た
ち
か
ら
近
づ
こ
う
と
は

し
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、

良
寛
さ
ん
は
「
愚
者
」
と
見

な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
子
ど

も
た
ち
は
進
ん
で
彼
に
接

近
し
て
行
き
ま
す
。
年
老
い

た
僧
で
あ
っ
て
も
、
良
寛
さ

ん
は
子
ど
も
た
ち
か
ら
敬

遠
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
子
ど
も
た
ち
は
「
あ
の

坊
さ
ん
は
バ
カ
だ
か
ら
安

心
だ
」と
思
い
、「
良
寛
さ
ん
、

一
緒
に
遊
び
ま
し
ょ
う
」
と

声
を
掛
け
て
来
る
の
で
す
。

　

托
鉢
を
終
え
、
八
幡
宮

の
周
辺
を
歩
い
て
い
る
と
、

子
ど
も
た
ち
が
「
あ
の
バ
カ

坊
主
は
、
去
年
も
こ
の
神

社
で
遊
ん
で
く
れ
た
。
今

年
も
遊
ん
で
く
れ
る
だ
ろ

う
」
と
話
し
合
っ
て
い
る
の

を
、
良
寛
さ
ん
は
聞
い
て
い

た
の
で
す
。

　

良
寛
さ
ん
は
不
思
議
な

人
で
し
た
。
子
ど
も
た
ち
に

与
え
た
愛
の
深
さ
、
そ
し
て

子
ど
も
た
ち
か
ら
与
え
ら

れ
た
愛
の
深
さ
は
、
と
て
も

普
通
の
大
人
が
経
験
で
き

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
ん
な
人
が
こ
の
世
に
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
不
思
議

で
な
り
ま
せ
ん
。

⑿「
太
平
の
春
」

　

私
訳
「
来
る
日
も
来
る
日

も　

そ
れ
こ
そ
毎
日
／
子

ど
も
た
ち
と　

の
ん
び
り

遊
ぶ
／
袖
の
中
に
は　

手

毬
が
二
、三
個
／
無
能
な
わ

し
に
は　

至
福
の
春
だ
」

　

訓
読
「
日
々
日
々
ま
た

日
　々

の
ど
か
に
児
童
を

伴
っ
て
此
の
身
を
送
る
／
袖し

ゅ
う

裏り

の
毬き

ゅ
う

子し

、
両
三
個　

無

能
、
飽
酔
す
、
太
平
の
春
」

　
（
私
の
感
想
）こ
の
漢
詩
は
、

江
戸
の
有
名
な
儒
学
者
で

書
家
で
あ
っ
た
亀
田
鵬ぼ

う

斎さ
い

の

描
い
た
画
に
良
寛
さ
ん
が

書
い
た
賛（
さ
ん
）で
す
。
二

人
の
子
ど
も
が
一
緒
に
遊
ぼ

う
と
良
寛
さ
ん
に
近
寄
っ
て

来
る
と
こ
ろ
が
生
き
生
き

と
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　

越
後
へ
何
度
も
良
寛
さ

ん
に
会
い
に
行
っ
た
鵬
斎
は
、

「
私
は
、
良
寛
と
交
わ
っ
て

か
ら
、
草
書
の
秘
訣
を
得

た
。
そ
れ
か
ら
私
の
書
に

は
、
風
格
が
出
る
よ
う
に

な
っ
た
」
と
言
っ
て
い
ま
し

た
。「
鵬
斎
は
越
後
帰
り
で

字
が
く
ね
り
」
と
い
う
江
戸

川
柳
が
あ
り
ま
す
。
良
寛

と
会
っ
て
か
ら
、
鵬
斎
の
字

が
曲
が
り
く
ね
っ
た
、
と

か
ら
か
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

ど
ん
な
に
か
ら
か
わ
れ
て

も
、
鵬
斎
は
良
寛
さ
ん
と

出
会
っ
て
良
か
っ
た
と
思
っ

て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
良

寛
さ
ん
を
心
か
ら
尊
敬
し

て
い
ま
し
た
。

⒀「
寒
山
詩
を
読
む
」

　

私
訳「
朝
か
ら
晩
ま
で　

乞
食
を
し
て
／
庵
に
帰
り

　

扉
を
閉
め
る
／
囲
炉
裏

に
座
り　

柴
を
焚
い
て
／

心
静
か
に　

寒
山
詩
を
読

む
／
強
い
西
風　

雨
を
運

ん
で
／
茅
葺
き
屋
根
に　

吹
き
付
け
て
い
る
／
脚
を

伸
ば
し
て　

寝
そ
べ
っ
て
み

る
／
あ
あ
極
楽
だ　

至
福

の
時
だ
」

　

訓
読「
終
日
乞
食
し
罷や

み

　

帰
り
来
た
っ
て
蓬ほ

う

扉ひ

を

掩お
お

う
／
炉
に
帯
葉
の
柴
を

焼た

き　

静
か
に
寒
山
詩
を

読
む
／
西
風
夜
雨
を
吹
き

　

颯
々
と
し
て
茅ぼ

う

茨し

に
灑

ぐ
／
時
に
双
脚
を
伸
ば
し

て
臥
す　

何
を
か
思
い
又

何
を
か
疑
わ
ん
」

　
（
私
の
感
想
）
何
と
満
ち

足
り
た
心
情
を
詠
っ
た
詩
で

し
ょ
う
。
良
寛
さ
ん
の
喜
び

が
横
溢
し
て
い
て
、
読
ん
で

い
る
私
た
ち
の
心
も
喜
び

で
満
た
さ
れ
ま
す
。
良
寛

さ
ん
は
『
寒
山
詩
集
』
が
大

好
き
で
し
た
。

　

良
寛
さ
ん
の
心
は
満
ち

足
り
て
い
ま
す
。

－

明
日

食
べ
る
だ
け
の
米
は
托
鉢
で

手
に
入
れ
た
。
囲
炉
裏
に

火
も
付
け
た
。
暖
か
く
な
っ

て
き
た
ぞ
。
さ
あ
、
心
静

か
に
寒
山
の
詩
を
読
も
う
。

外
で
は
激
し
い
西
風
が
吹

き
、
雨
も
強
く
降
っ
て
い
る
。

何
度
読
ん
で
も
素
晴
ら
し

い
詩
だ
。
少
し
疲
れ
て
き

た
な
。
今
夜
は
こ
れ
で
読
む

の
を
止
め
て
お
こ
う
。
さ
あ
、

足
を
伸
ば
し
て
寝
る
こ
と
に

し
よ
う
。
あ
あ
、
何
と
い

う
幸
せ
だ
。
極
楽
だ
。
至

福
の
時
だ
。

⒁「
老
農
夫
と
飲
む
」

私
訳「
時
は
初
夏
の　

田
植

え
の
時
節
／
杖
を
つ
き
つ
き

　

ぶ
ら
ぶ
ら
歩
く
／
す
る

と
農
夫
が　

わ
し
を
見
つ

け
て
／
一
杯
や
ろ
う
と　

手

を
引
っ
張
っ
た
／
ム
シ
ロ
の

上
に　

わ
し
を
座
ら
せ
／

桐
の
葉
っ
ぱ
に　

食
べ
物
載

せ
た
／
互
い
に
注
ぎ
合
い

　

酒
を
飲
む
う
ち
／
酔
い

が
回
っ
て　

畦
で
寝
ち
ゃ
っ

た
」

　

訓
読「
孟も

う

夏か

、
芒ぼ

う

種し
ゅ

の
節

　

錫し
ゃ
く

を
杖
い
て
独
り
往
還

す
／
野
老
、
忽た

ち
ま

ち
我
を
見

　

我
を
率
い
て
共
に
歓
を

成
す
／
盧ろ

、
い

は
つ

さ
さ
か

席
を
為
し　

桐
葉
、
も
っ
て

盤
に
充
つ
／
野
酌
、
数
行

の
後　

陶
然
と
し
て
畦
に

枕
し
て
眠
る
」

　
（
私
の
感
想
）
良
見
さ

ん
は
酒
が
大
好
き
で
し
た
。

時
に
は
自
分
で
買
っ
て
飲
ん

だ
で
し
ょ
う
が
、
殆
ど
の
場

合
、
人
か
ら
御
馳
走
に
な

る
か
、
裕
福
な
知
人
や
友

人
か
ら
贈
ら
れ
た
酒
を
飲

ん
で
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

良
寛
さ
ん
の
酒
好
き
は

広
く
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
詩
の
よ
う
に
、
良
寛
さ

ん
が
や
っ
て
来
る
の
を
待
っ

て
い
て
、
一
緒
に
飲
も
う
と

す
る
農
民
が
た
く
さ
ん
い

ま
し
た
。
あ
る
日
、
田
植

え
の
仕
事
を
し
て
い
た
年
老

い
た
農
夫
が
、
田
植
え
の

様
子
を
見
に
来
た
良
寛
さ

ん
を
見
つ
け
ま
し
た
。
手

を
引
っ
張
っ
て
畦
道
に
ム
シ

ロ
を
敷
い
て
座
ら
せ
、
一
緒

に
酒
を
飲
み
始
め
ま
し
た
。

何
杯
か
飲
ん
で
い
る
う
ち

に
酔
い
が
回
っ
て
き
て
、
良

寛
さ
ん
は
気
持
ち
良
さ
そ

う
に
畦
を
枕
に
し
て
眠
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

　

良
寛
さ
ん
は
、
こ
う
し

た
農
民
た
ち
と
の
交
歓
が

大
好
き
で
し
た
。

⒂「
遥
か
な
恋
人
へ
」

　

私
訳
「
初
春
の
夜
が　

深
々
と
更
け
／
ぶ
ら
り
ぶ

ら
り
と　

柴
門
を
出
た
／

わ
ず
か
な
雪
が　

木
立
を

履
い
／
一
輪
の
月
が　

連
山

に
上
っ
た
／
あ
な
た
を
思

え
ば　

山
河
は
遠
く
／
筆

を
取
っ
て
も　

思
い
は
乱
れ

る
」

　

訓
読
「
春
夜
二
三
更こ

う　

等と
う

間か
ん

に
柴
門
を
出
ず
／
微

雪
、
松
杉
を
履
い　

孤
月
、

層そ
う

巒ら
ん

に
上
る
／
人
を
思
え

ば　

山
河
遠
く
／
翰ふ

で

を
含

め
ば　

思
い
万
端
た
り
」

　
（
私
の
感
想
）こ
れ
は
、
愛

す
る
維い

馨き
ょ
う

尼に

へ
宛
て
て
書
い

た
書
簡
で
す
。

　

53
歳
に
な
っ
て
い
た
維
馨

尼
は
、
尼
と
し
て
暮
ら
し

て
い
た
お
寺
が
仏
教
経
典

を
買
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の

た
め
の
資
金
を
集
め
に
江

戸
に
出
掛
け
て
い
ま
し
た
。

江
戸
か
ら
な
か
な
か
帰
っ

て
来
な
い
の
で
、
良
寛
さ

ん
は
心
配
の
あ
ま
り
、
恋

す
る
維
馨
尼
さ
ん
に
手
紙

を
書
い
た
の
で
し
た
。
こ
の

時
、
良
寛
さ
ん
は
60
歳
で

し
た
。
維
馨
尼
さ
ん
は
幼

名
を
き・

し・

と
言
っ
て
、
良
寛

さ
ん
の
親
友
・
三
輪
左さ

市い
ち

の
姪
で
、
二
人
は
幼
な
じ
み

で
昔
か
ら
仲
良
し
だ
っ
た
の

で
す
。
良
寛
さ
ん
の
至
純
の

恋
文
で
す
。

杉 

本 

武 

之

私
の
出
会
っ
た
作
品
（52）

『良寛さん（亀田鵬斎画）』

〈
杉
本
武
之
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

１
９
３
９
年　

碧
南
市
に
生
ま

れ
る
。

京
都
大
学
文
学
部
卒
業
。
翻
訳
業

を
経
て
、小
学
校
教
師
に
な
る
た

め
に
愛
知
教
育
大
学
に
入
学
。
25

年
間
、西
尾
市
の
小
中
学
校
に
勤

務
。
定
年
退
職
後
、名
古
屋
大
学

教
育
学
部
の
大
学
院
で
学
ぶ
。

〈
趣
味
〉読
書
と
競
馬

◎
常
滑
市
民
文
化
会
館

　
ホ
ー
ル

▼
第

１２
回
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｏ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｅ

ダ
ン
ス
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
二
十
五
日

（
日
）　

開
場　

午
後
一
時　

開
演

　

午
後
一
時
半（
〜
同
四
時
）　

入
場

無
料　

問
合
せ　

常
滑
市
文
化
協

会　

☎
３５
―２
９
２
０

◎
常
滑
市
民
文
化
会
館

　
展
示
室

　
あ
な
た
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー

▼
常
柳
会
作
品
展
示
及
び
コ
ン

ク
ー
ル
・
六
日（
火
）〜
十
八
日（
日
）

　

午
前
九
時（
初
日
同
十
時
か
ら
）

〜
午
後
五
時（
最
終
日
同
三
時
ま

で
）　

あ
な
た
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー　

問

合
せ　

常
滑
市
文
化
協
会　

☎

３５
―２
９
２
０　

常
柳
会
☎

２７
―

６
６
０
４（
伊
藤
）

▼
中
日
写
真
協
会 

写
真
展
示
・

二
十
四
日（
土
）〜
十
一
月
六
日（
金
）

　

午
前
九
時（
初
日
同
十
時
半
か
ら
）

〜
午
後
五
時　

あ
な
た
の
ギ
ャ
ラ

リ
ー　

問
合
せ　

中
日
写
真
協
会　

☎
３５
―３
４
５
５（
加
藤
）

◎
常
滑
市
立
図
書
館

▼
長
楽
印
会
展（
篆
書
・
篆
刻
）・
〜

九
日（
金
）　

午
前
十
時
〜
午
後
七

時（
土
・
日
・
祝
日
は
午
後
五
時
半
終

了
、最
終
日
は
同
三
時
終
了
）　

無
料

▼
青
松
会
日
本
画
展（
日
本
画
）・
十

日（
土
）〜
二
十
二
日（
木
）　

午
前

十
時
〜
午
後
七
時（
土
・
日
・
祝
日
は

午
後
五
時
半
終
了
、最
終
日
は
同
三

時
終
了
）　

無
料

▼
青
墨
会
展（
水
墨
画
）・
二
十
三
日

（
金
）〜
十
一
月
五
日（
木
）　

午
前

十
時
〜
午
後
七
時（
土
・
日
・
祝
日
は

午
後
五
時
半
終
了
、最
終
日
は
同
三

時
終
了
）　

無
料

◎
と
こ
な
め
陶
の
森
資
料
館

▼
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
の
た
め
休
館（
二
○

二
一
年
秋
ま
で
）

◎
と
こ
な
め
陶
の
森

　
陶
芸
研
究
所

▼
常
設
展「
焼
き
物
で
辿
る
常
滑
の

歴
史
」・　

午
前
九
時
〜
午
後
五
時

　

無
料

◎
常
滑
市
体
育
館

▼
市
民
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
ア
・
四
日（
日
）

▼
高
校
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
競
技

オ
ー
ル
愛
知
大
会
・
二
十
四
日（
土
）

▼
常
滑
市
民
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
大
会
・

二
十
五
日（
日
）

▼
知
多
地
区
近
隣
小
・
中
学
生
卓
球

大
会
・
三
十
一
日（
土
）

◎
青
海
公
民
館

▼
書
を
楽
し
む
会
展
・
十
四
日（
水
）

〜
二
十
五
日（
日
）　

午
前
九
時
〜

午
後
九
時
半　

無
料

◎
南
陵
公
民
館

▼
常
滑
陶
彫
会
作
品
展
・
六
日（
火
）

〜
十
八
日（
日
）　

午
前
九
時
〜
午

後
九
時
半（
最
終
日
同
四
時
ま
で
）　

無
料

◎
知
多
市
こ
ど
も
未
来
館

一
日（
木
）〜
三
十
一
日（
土
）　

午
前

九
時
十
五
分
〜
午
後
四
時
五
十
五
分

　

お
持
ち
帰
り
工
作
も
あ
り（
〜
午
後

　

ゆ
と
り
あ
る
校
舎
・
校
庭

　

校
舎
内
は「
空
き
教
室
」が
で

き
、こ
れ
ま
で
の
特
別
教
室（
図

工
室
、家
庭
科
室
、理
科
室
な

ど
）も
元
に
戻
り
ま
し
た
。そ
し

て
、廊
下
に
設
置
さ
れ
て
い
た

学
年
分
館（
図
書
館
）の
書
架

は
、空
き
教
室
に
移
動
し
ま
し

た
。子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
空
き

教
室
は
格
好
の
探
険
ご
っ
こ
に

な
り
ま
し
た
。

　

お
昼
の
放
課
に
1
階
の
遊
戯

　

室
の「
番
号
の
書
い
て
あ
る 

　

か
ぎ
」を
M
く
ん
が
回
し
て
い

　

ま
し
た
。（
M
・
知
久
⑥
）

　

い
つ
の
間
に
か
、北
館
1
階

東
側
の
空
き
教
室（
2
教
室
）が

「
学
童
の
教
室
」に
開
設
さ
れ
て

い
ま
し
た
。

　

以
前
は
、遊
び
場（
広
い
運
動

場
）も
制
限
さ
れ
て
い
て
ボ
ー

ル
遊
び
な
ど
、場
を
取
る
遊
び

は
禁
止
で
し
た
。そ
れ
が
解
き

放
た
れ
て
自
分
た
ち
に
合
っ
た

遊
び
場
で
遊
び
、学
べ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
す
。

　

二
年
二
組
の
子
ど
も
た
ち
の

生
活
を
班
ノ
ー
ト
か
ら
紹
介
し

て
い
き
ま
す
※
名
前
の
下
の
数
字

は
班
を
表
し
ま
す
。

　

中
庭
の
遊
具
を
使
っ
て
⑴

　
中
庭
に
は
、滑
り
台
、ブ
ラ
ン

コ
、ジ
ャ
ン
グ
ル
ジ
ム
、シ
ー

ソ
ー
、グ
ロ
ー
ブ（
回
転
）ジ
ャ

ン
グ
ル
ジ
ム
、遊
動
木
等
が

あ
っ
て
低
学
年
の
格
好
の
遊
び

　

7
月
14
日（
月
）　

I
・
亜
起
①

　

給
食
が
す
ん
で
か
ら
、ま
さ

子
ち
ゃ
ん
と
か
ず
み
ち
ゃ
ん
と

私
で
ジ
ャ
ン
グ
ル
ジ
ム
や
す
べ

り
台
を
し
な
が
ら
、か
け
っ
こ

を
し
ま
し
た
。あ
ん
ま
り
走
っ

た
の
で
、あ
せ
が
が
い
っ
ぱ
い

出
て
き
ま
し
た
。お
も
し
ろ

か
っ
た
で
す
。
中
庭
で
し
た
。

　

7
月
14
日（
月
）　

T
・
佳
奈
⑥

　

み
ち
え
ち
ゃ
ん
と
た
か
子

ち
ゃ
ん
と
私
と
シ
ー
ソ
ー
に

乗
っ
て
遊
ん
で
い
て
ど
っ
ち
が

軽
い
か
や
っ
て
、足
を
は
な
し
た

ら（
私
が
さ
が
り
ま
し
た
）私
と

み
ち
え
ち
ゃ
ん
が
重
く
て
た
か

子
ち
ゃ
ん
が
軽
か
っ
た
で
す
。

場
で
す
。こ
れ
ら
は
、常
滑
小
学

校
の
卒
業
生
が
一
・
二
台
ず
つ

卒
業
記
念
品
と
し
て
残
し
て

く
れ
た
も
の
で
す
。そ
の
中
で

も
一
番
人
気
な
の
が
グ
ロ
ー
ブ

ジ
ャ
ン
グ
ル
で
す
。

　

7
月
8
日（
火
）　

K
・
文
香
②

　

お
昼
の
放
課
に
み
ん
な
と
グ

ロ
ー
ブ
ジ
ャ
ン
グ
ル
で
遊
び
ま

し
た
。

　

乗
せ
て
く
れ
な
い
っ
て
言
っ

て
乗
ら
な
か
っ
た
人
も
い
ま
し

た
。
乗
る
人
が
だ
い
ぶ
い
ま
し

た
。お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
。

こ
の
指ゆ

び

と
ま
れ 

（295）　
　

氏  

原  

朝  

信

 

　
昭
和
55
年
度 

常
滑
西
小
学
校
二
年
二
組「
ど
ろ
ん
こ
」

M・真二④

H・稚子③

少人数での家族葬専用ホール 

誠意を込めて安心のお手伝い

TEL0569-35-4949
さ  い  ご し く くし （

代
表
）

年中
無休

24時間
体制

●わーくりぃ知多協力店
●自治労常滑市職員労働組合協力店

検索

常滑

作
り
方

生姜シロップ漬け簡単!
体を温め新陳代謝を活発にする生姜を常備シロップに。

冷え対策や風邪予防にオススメです。

① Ⓐを鍋に入れ、弱めの中火で時々かき混ぜ、
　 沸騰したらごく弱火でこがさない様15〜20分
　 煮る。
② 冷却後、煮沸消毒した清潔な
　 ビンに入れ保存。
③ お湯で割ったり炭酸とともに
　 ジュースにして飲んでください。

材
料

Ⓐ

生姜……………………… 500g
（よく洗い皮付きのまま薄切り）

ハチミツ………………… 500g
クローブ……………… 2〜3個
ローリエ…………………… 2枚
赤唐辛子…………………… 1本



（3）　2020年(令和2年)10月1日(木曜日) 第 386 号

知多の哲学散歩道
「鈴渓義塾物語・盛田昭夫と平岩外四の思想①」

久 田 健 吉（哲学研究者）

Vol.22

　鈴渓義塾の創始者たちとして盛田命祺と溝口幹の思想を書いた時に、次に
は鈴渓義塾の継承者たちとして盛田昭夫と平岩外四の思想を書くと宣言してお
きながら、ここまで遅れたことをお詫びします。理由は、読者のみなさんに納得
していただけるものが書けなかったからです。しかし、もし今回のものでも納得
していただけないとしたら、恐縮ですが、来月の中頃に出版を予定している『企
業哲学と共生の経営論を説いた盛田昭夫と平岩外四 鈴渓義塾物語② −鈴渓
義塾の継承者たちの思想−』（ほっとブックス新栄）をご覧ください。詳しい論
証を含めて書いておきましたので。
　これから6回にわたって、盛田昭夫と平岩外四の鈴渓義塾継承の思想物語を
書きます。
　鈴渓義塾の創始者としての盛田命祺と溝口幹の思想は、端的に言えば、盛田
命祺が起こした「村民とともに生きる思想」を、彼から薫陶を受けた溝口幹が、こ
の思想において、村を「徳これ香る里」にした哲学物語と言えます。
　盛田昭夫と平岩外四はこの思想をどう継承し発展させたのでしょうか。これを
書くのがここでの課題です。
　二人が一番輝いた時代は1990年代の前半部です。盛田昭夫が経団連副会
長、平岩外四が経団連会長であった時代です。しかしこの時代は大変な時代で
した。
　日本の技術力が著しく向上した時代で、その結果日本の輸出は大幅に伸びま
したが、世界から「集中豪雨的輸出」と非難されるという具合でした。他方、世界
経済の中には新自由主義が台頭してきました。金を儲ければいいという考えの
マネタリズムです。
　貿易の安定のための為替相場は、戦後当初の固定相場制から、経済の実勢
を反映させる変動相場制に移行しましたが、彼らはこの為替差損を儲けの対象
とします。そして大量のマネーを動員して為替相場を人為的につりあげ儲ける
という行動にも出てきます。これでは資本主義の秩序は守れません。更にこの
新自由主義は、もともと儲ければよいという自由主義ですので、資本主義の秩
序を根本から破壊する行動をするようにもなります。
　「集中豪雨的輸出」と非難される中で、同時に新自由主義の資本主義破壊行
動とたたかうということを余儀なくされたのが、1990年代の前半部のことです。
　資本主義の秩序を守るために、二人はどうたたかったのでしょうか。しかし資
本主義の秩序とは何かと自問すれば、ほとんど研究されていませんので、五里
霧中。そこで二人は、資本主義の真実の姿を求めて奮闘することになったので
した。つまり資本主義の秩序の確立を目指しつつたたかうということです。
　しかし彼らはそんなことは言っていない。確かにその通りです。しかし盛田昭
夫は「企業哲学」を語り、企業は哲学を持つべきだと言います。平岩外四は「共
生の経営論」を説き、経営は共生を理念とすべきだと言います。彼らが資本主
義の真実の姿を求めていることは明らかです。
　では、彼らは具体的にはどうたたかってきたのでしょうか。盛田昭夫から見て
いくことにします。盛田は経営者でありながら、自ら執筆し自らの思想を残して
います。平岩外四の「共生の経営論」は、自らの思考の結果と言うよりは、盛田と
の出会いの中で、形成させてきた感じがするからです。1990年代の前半部にお
いて。
　この意味でも盛田昭夫から見ていくのがよいでしょう。盛田はこのたたかい
の中で、鈴渓義塾の思想を継承していくのでした。

　

実
家
に
足
を
運
ぶ
こ
の
頃
。

姉
と
二
人
で
、留
守
に
な
っ
て

る
家
の
片
付
け
を
し
て
い
る

の
だ
。築
50
年
は
経
つ
の
か

な
。瓦
葺
き
で
、雨
漏
り
は
今

の
と
こ
ろ
大
丈
夫
。た
だ
、ひ

さ
し
の
ペ
ン
キ
が
剥
が
れ
て
、

風
が
吹
く
日
は
ハ
ラ
ハ
ラ
と

庭
に
落
ち
て
く
る
。妙
に
、朽

ち
て
い
く
家
の
姿
と
両
親
の

老
い
て
家
に
戻
れ
な
い
現
実

の
姿
が
重
な
っ
て
し
ま
う
。

　

片
付
け
は
、ま
ず
、庭
の
プ

ラ
ン
タ
ー
か
ら
。薔
薇
と
ユ
リ

の
花
が
好
き
な
母
。艶
や
か

な
の
が
好
み
。そ
う
言
え
ば
、

タ
ン
ス
を
開
け
る
と「
カ
ラ
オ

ケ
の
ス
テ
ー
ジ
衣
装
？
」と
思

う
よ
う
な
パ
ッ
と
目
を
引
く

色
柄
物
が
ぎ
っ
し
り
。そ
ん
な

贅
沢
さ
を
感
じ
る
生
活
は
、

仕
事
を
辞
め
て
か
ら
な
の
だ
。

人
並
み
の
暮
ら
し
を
謳
歌
し

て
る
な
あ
と
、明
る
く
元
気

な
母
に
幸
せ
が
来
て
良
か
っ

た
と
思
っ
て
た
。

　

父
も
働
き
者
で
、定
年
後

も
シ
ル
バ
ー
人
材
派
遣
に
登

録
し
て
、手
先
の
器
用
さ
と
真

面
目
な
仕
事
振
り
で
、結
構

ご
指
名
を
受
け
て
た
よ
う
だ
。

　

し
か
し
、足
を
悪
く
し
て
、

辞
め
る
事
に
。そ
れ
か
ら
の
老

化
の
ス
ピ
ー
ド
は
速
か
っ
た
。

　

老
老
介
護
に
疲
れ
た
母
は

介
護
ウ
ツ
に
。

　

今
、育
て
て
も
ら
い
、嫁
が

せ
て
も
ら
っ
た
両
親
の
暮
ら

し
ぶ
り
を
姉
と
二
人
、思
い

出
話
を
し
な
が
ら
、片
付
け
て

い
る
。

　

…
い
や
あ
、こ
ん
な
に
は
か

ど
ら
な
い
も
の
な
ん
だ
。招
き

猫
の
置
き
物
二
体
、処
分
す

る
に
は
気
が
引
け
る
。そ
ん
な

こ
ん
な
し
な
が
ら
、出
て
き
た

昭
和
の
レ
コ
ー
ド
の
懐
か
し

さ
に
又
手
を
休
め
て
る
。

　

い
つ
か
は
、私
自
身
も
娘
た

ち
に
お
世
話
に
な
る
日
が
来

る
。目
に
し
て
も
ら
い
た
く
な

い
モ
ノ
を
、ま
ず
は
自
分
の
手

で
処
分
し
て
お
か
ね
ば
。嫁

姑
の
愚
痴
ノ
ー
ト
。高
価
な
モ

ノ
は
持
っ
て
な
い
の
で
、形
見

分
け
す
る
事
は
ま
ず
無
い
に

等
し
い
。こ
れ
に
つ
い
て
は
申

し
訳
な
い
と
思
う
。で
も
、迷

う
こ
と
無
く
処
分
で
き
る
モ

ノ
ば
か
り
だ
か
ら
、許
し
て
も

ら
お
う
～
。あ
～
な
ん
だ
か

ち
ょ
っ
と
寂
し
く
な
っ
て
き
た

（
ジ
ワ
～
）。

 

磯
貝 

み
よ
子

五
時
）　

対
象　

ど
な
た
で
も

▼
工
作「
お
花
畑
で
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
パ
ー

テ
ィ
ー
」　

内
容　

ド
ラ
イ
フ
ラ
ワ
ー

な
ど
を
使
っ
て
、ハ
ロ
ウ
ィ
ン
の
飾
り

を
作
り
ま
す
。　

一
個　

百
二
十
円

▼
工
作「
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
」　

内
容　

ビ
ニ
ー
ル
を
八
角
形
に
切
り
、絵
を

描
い
て
パ
ラ
シ
ュ
ー
ト
を
作
り
ま
す
。

（
発
射
台
付
き
）　

一
個　

八
十
円

▼
工
作「
お
つ
き
み
か
ざ
り
」　

内
容

　

軍
手
な
ど
を
使
っ
て
、お
月
見
の
飾

り
を
作
り
ま
す
。　

一
個　

百
二
十

円▼
工
作「
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
グ
ッ
ズ
を
作
ろ

う
①
ぼ
う
し
②
バ
ッ
グ
③
ミ
ニ
バ
ッ

グ
④
マ
ン
ト
」　

内
容　

ハ
ロ
ウ
ィ
ン

に
使
え
る
変
身
グ
ッ
ズ
を
作
り
ま
す
。

　

各
一
個　

百
二
十
円

▼「
あ
き
ふ
ゆ
工
作
」　

一
日（
木
）〜

令
和
三
年
一
月
三
十
一
日（
日
）　

内

容　
「
と
ん
と
ん
ず
も
う
」「
も
ぐ
ら

ゲ
ー
ム
」な
ど
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
工

作
が
あ
り
ま
す
。　

対
象　

ど
な
た

で
も

※
時
間
制
限
、人
数
制
限
が
あ
り
ま

す
。詳
し
く
は
同
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
参
照

◎
ギ
ャ
ラ
リ
ーCera

　（
常
滑
市
観
光
プ
ラ
ザ
内
）

▼
伊
藤
み
ほ 

陶
展
・
二
日（
金
）〜

十
二
日（
月
）　

午
前
九
時
〜
午
後

五
時
半　

無
料

▼
加
藤
嘉
明
・
美
土
里 

遺
作
展
・

十
六
日（
金
）〜
二
十
六
日（
月
）　

午
前
九
時
〜
午
後
五
時
半　

無
料

▼
山
本
宣
光 

陶
展
・
三
十
日（
金
）〜

十
一
月
九
日（
月
）　

午
前
九
時
〜
午

後
五
時
半　

無
料

◎
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
こ
な
め

　（
常
滑
市
陶
磁
器
会
館
内
）

▼
と
こ
な
め
焼
組
合（
や
き
も
の
祭

り
）・一
日（
木
）〜
十
三
日（
火
）　

午

前
九
時
〜
午
後
五
時　

無
料

▼
散
歩
道
を
着
物
で
散
策 

無
想

庵
・
十
七
日（
土
）〜
十
八
日（
日
）、

二
十
四
日（
土
）〜
二
十
五
日（
日
）、

三
十
一
日（
土
）〜
十
一
月
一
日（
日
）

　

午
前
九
時
〜
午
後
五
時　

有
料

◎
小
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
こ
な
め

　（
常
滑
市
陶
磁
器
会
館
内
）

▼
彩
の
器
展 

鈴
木
泉
・一
日（
木
）〜

六
日（
火
）　

午
前
九
時
〜
午
後
五

時　

無
料

▼
ふ
だ
ん
使
い
の
器
展 

辻
正
博
・
八

日（
木
）〜
二
十
日（
火
）　

午
前
九

時
〜
午
後
五
時　

無
料

▼
器
展 

中
野
勝
旨
・
二
十
二
日（
木
）

〜
十
一
月
三
日（
火
・
祝
）　

午
前
九

時
〜
午
後
五
時　

無
料

◎
常
滑
屋

▼「
暮
ら
し
に
役
立
つ
骨
董
展
」 

夢

創
庫
・
〜
十
一
日（
日
）　

今
で
も
使

え
る
骨
董
の
器
や
茶
道
具
、現
代
作

家
の
作
品
等
、掘
り
出
し
物
を
見
つ

け
て
く
だ
さ
い
。

▼「
秋
の
サ
マ
サ
マ
」 

サ
マ
サ
マ・
二
十

日（
火
）〜
二
十
五
日（
日
）　

普
通
に

外
出
が
出
来
て
い
る
こ
と
を
願
い
な

が
ら
、楽
し
く
個
性
的
な
お
洋
服
を

揃
え
て
皆
様
の
お
越
し
を
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。一
回
で
も
笑
い
合
え
る

時
を
ご
一
緒
に
！！

▼「
岩
田
芳
光 

紙
の
絵
画
展
」 

岩
田

芳
光
・
二
十
七
日（
火
）〜
十
一
月
一
日

（
日
）　

面
で
き
っ
ち
り
描
い
て
、切

り
な
が
ら
彩
色
。紙
で
彩
し
た
画
、ご

覧
く
だ
さ
い
。い
つ
も
来
る
猫
が
来
な

い
と
気
に
な
る
今
日
こ
の
頃
。

◎
方
円
館

▼
木
と
土
の
工
房 

杜
展
・
二
日（
金
）

〜
十
四
日（
水
）

▼
渥
美
昌
久 

陶
展
・
十
六
日（
金
）〜

二
十
八
日（
水
）

▼
渡
邊
悠 

陶
展
・
三
十
日（
金
）〜

十
一
月
十
一
日（
水
）

◎
武
豊
町
立
図
書
館

▼
絵
本
原
画
展「
葉
っ
ぱ
の
い
の
ち
」

　

ビ
ー
ゲ
ン
／
作　

う
さ
／
絵
・
〜

二
十
五
日（
日
）

◎
武
豊
町
中
央
公
民
館

▼
パ
ソ
コ
ン
広
場
・
一
、八
、

十
五
、二
十
二
、二
十
九
日
各（
木
）

　

午
後
一
時
半
〜
同
四
時
半　

問

合
せ　

☎
０
９
０
―８
４
２
２
―

４
２
５
１（
鈴
木
）

▼
武
豊
自
然
観
察
会　

ツ
ル
や
枝
・

ど
ん
ぐ
り
等
で
工
夫
し
よ
う
！
・

十
八
日（
日
）　

午
前
九
時
半
〜　

料
金　

五
十
円（
保
険
料
）　

問
合
せ

　

知
多
自
然
観
察
会　

☎
０
８
０
―

１
６
３
１
―０
４
１
３（
畑
中
）

▼
消
し
ゴ
ム
は
ん
こ
教
室
・
①

二
十
四
日（
土
）②
三
十
一
日（
土
）

　

各
午
前
十
時
〜
正
午　

定
員

　

十
二
名（
申
込
み
順
）　

料
金　

千
五
百
円（
材
料
費
込
み
）

◎
武
豊
町
民
会
館

　
ゆ
め
た
ろ
う
プ
ラ
ザ

▼
武
豊
春
音
チ
ケ
ッ
ト
発
売
記
念
企

画 

武
豊
春
音
ス
ペ
シ
ャ
ル
ラ
イ
ブ
・
三

日（
土
）　

午
前
九
時
〜　

場
所　

ゆ

め
た
ろ
う
プ
ラ
ザ
ロ
ビ
ー
に
て　

演

奏
予
定
曲　

少
年
時
代
、パ
プ
リ
カ
、

ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
が
見
た
日
本
の
四
季

ほ
か

▼
豊
穣
の
会 

ゆ
め
た
ろ
う
寄
席
・
十

日（
土
）　

午
後
二
時
開
演

▼
ア
フ
レ
コ
体
験
講
座　

発
声
、台

本
の
読
み
方
な
ど
の
練
習
後
、ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
に
合
わ
せ
て
ア
フ
レ
コ
体

験
・
十
一
日（
日
）　

午
後
二
時
〜
同
五

時　

定
員　

十
二
名（
小
学
四
年
生

〜
高
校
生
）　

参
加
費　

無
料　

申

込
要

▼「
ラ
ウ
ム
歌
声
サ
ロ
ン
」昔
懐
か
し

い
名
曲
を
み
ん
な
で
歌
い
ま
し
ょ
う
・

十
四
日（
水
）　

午
後
一
時
半
開
演　

出
演　

ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
ナ
♪
ピ
ア
ノ

ト
リ
オ

▼
ゆ
め
プ
ラ
モ
ー
ニ
ン
グ
コ
ン
サ
ー

ト 

ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
で
奏
で
る
日
本
と

ア
メ
リ
カ
の
調
べ・
二
十
一
日（
水
）　

午
前
十
時
半
開
演　

出
演　

杉
江

斉（
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
） 

麦
雅
由（
ピ
ア

ノ
）

▼
文
化
の
ま
ち
づ
く
り
セ
ミ
ナ
ー　

わ
く
わ
く
仕
掛
け
人
西
村
浩
の
公
共

空
間
の
使
い
方
が
変
わ
れ
ば
、ひ
ょ
っ

と
し
た
ら
町
は
変
わ
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
っ
て
い
る
今
日
こ
の
頃
の
お

話
・
三
十
日（
金
）　

午
後
六
時
半
開

演　

対
象　

小
学
生
以
上（
申
込

要
）　

参
加
費　

無
料

※
武
豊
町
文
化
協
会
芸
能
祭
・
文
化

祭
は
中
止
と
な
り
ま
し
た

◎
く
す
の
き
児
童
館

▼
折
り
紙
で
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
の
飾
り
を

作
ろ
う
・一
日（
木
）〜
三
十
一
日（
土
）

　

午
前
十
時
〜
午
後
四
時
十
五
分
の

好
き
な
時
間
※
三
日
・
十
日
は
無
し

◎
お
お
あ
し
児
童
館

▼
モ
ザ
イ
ク
ア
ー
ト
を
作
ろ
う
・
平

日　

各
午
後
三
時
〜
同
四
時
半

▼
作
っ
て
み
よ
う
・
毎（
土
）・（
日
）・

（
祝
）　

各
午
前
十
時
半
〜
正
午
、

午
後
一
時
半
〜
同
四
時
半
の
好
き
な

時
間

※
児
童
館
の
定
員
に
よ
り
お
待
ち
い

た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す

※
当
面
の
間
、児
童
館
の
ご
利
用
は

武
豊
町
内
の
方
の
み
に
限
ら
せ
て
い

た
だ
き
ま
す

※
富
貴
・
長
尾
児
童
館
に
て
行
事
は

あ
り
ま
せ
ん

◎
武
豊
町
総
合
体
育
館

▼
ス
ポ
ー
ツ
協
会
秋
季
町
民
大
会
・

太
極
拳
大
会　

十
四
日（
水
）、バ
ド

ミ
ン
ト
ン
大
会　

十
八
日（
日
）

▼
第
十
八
回
健
康
づ
く
り
体
操
発

表
会
・
二
十
五
日（
日
）

◎
半
田
空
の
科
学
館

▼
一
般
向
け
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム「
い
き

も
の
が
た
り
」地
球
は
人
間
だ
け
の
も

の
じ
ゃ
な
い
！
宇
宙
か
ら
の
視
点
で

地
球
上
の
生
物
に
つ
い
て
考
え
る・
三

日（
土
）〜　

定
員　

百
二
十
名（
当

日
先
着
順
）　

参
加
費　

三
歳
〜
中

学
生　

二
百
円　

高
校
生
以
上　

五
百
円

▼
企
画
展「
謎
解
き
ガ
チ
ャ
ほ
し
み

ち
ゃ
ん
を
救
え
！
」プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム

の
仕
組
を
学
び
な
が
ら
、ほ
し
み
ち
ゃ

ん
の
大
事
な
ラ
ン
プ
を
探
し
出
す
・

三
日（
土
）〜
十
一
月
二
十
九
日（
日
）

　

午
前
九
時
〜
午
後
五
時　

参
加

費　

二
百
円
／
回　

当
日
自
由
参

加▼
ナ
イ
ト
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム2020 

in autum
n 

秋
の
夜
空
は
空
気
が
澄

み
き
れ
い　

秋
の
星
座
紹
介
や
光
の

不
思
議
な
お
話
な
ど
夜
の
特
別
プ
ラ

ネ
・
三
十
一
日（
土
）　

午
後
七
時
〜

同
八
時　

対
象　

ど
な
た
で
も　

定

員　

百
名（
要
予
約
・
先
着
順
）　

参

加
費　

大
人　

三
百
円　

三
歳
〜

中
学
生　

百
十
円

問
合
わ
せ　

半
田
空
の
科
学
館 

　

☎
２３
―７
１
７
５

法
師
蟬
あ
す
の
別
れ
を
鳴
き
尽
く
す　

 

蟹
江
　
永
了

新
米
の
一
粒
旨
し
釜
の
底　

 

関
　
　
里
美

跡
継
ぎ
は
事
務
的
と
な
り
盆
の
僧　

 

池
田
ユ
タ
カ

秋
立
ち
て
田
の
風
景
が
一
変
す　

 

杉
江
　
民
子

強
烈
な
日
射
し
の
ま
ま
に
九
月
来
る　

 

長
坂
み
つ
ゑ

凌の
う

霄ぜ
ん

の
落
ち
て
朽
ち
た
る
ア
ス
フ
ァ
ル
ト　

 

細
井
か
ね
子

「
黒
人
の
命
も
大
事
」夏
終
わ
る　

 

塚
本
　
千
鶴

今
年
つ
と
に
ま
ち
ど
お
し
き
は
秋
の
雲　

 

谷
川
と
志
江

立
秋
と
言
え
ど
猛
暑
に
た
じ
ろ
げ
り　

 

村
井
み
さ
を

小
桜
の
塔
子
供
達
悼
む
夏
の
海　

 

中
尾
　
節
也

悠
々
と
陽
は
炎
天
の
上
に
あ
り　

 

古
川
　
義
高

赤
ト
ン
ボ
ど
こ
へ
行
く
や
ら
二
人
旅　

 

古
川
三
惠
子

思
い
出
は
宝
物
な
り
栗
を
む
く　

 

久
田
　
笙
子

愛
犬
が
宇そ

宙ら

に
帰
る
よ
秋
の
朝　

 

山
下
み
ど
り

目
覚
め
れ
ば
先
ず
は
体
操
生
身
魂　

 

竹
内
三
千
彦

台
風
の
進
路
気
に
な
る
土
曜
午
後　

 

平
野
　
紀
江

香
り
立
つ
葉
裏
に
ひ
っ
そ
り
葛
の
花　

 

磯
村
美
耶
子

目
薬
の
ま
な
こ
外
れ
る
残
暑
か
な　

 

桑
山
　
撫
子

式
典
に
コ
ー
ラ
ス
も
あ
り
原
爆
忌　

 

浦
崎
ひ
と
み

日
の
暮
れ
て
こ
の
時
が
好
き
夜
の
秋　

 

吉
田
ひ
ろ
し

秋
旱
畑
の
予
定
ま
ま
な
ら
ず　

 

中
村
　
照
代

片
陰
に
身
を
寄
せ
歩
く
散
歩
道　

 

大
津
く
に
よ

向
日
葵
の
全
部
う
な
垂
れ
道
す
が
ら　

 

林
　
　
京
子

庭
先
を
す
い
と
真
横
に
鬼
や
ん
ま　

 

江
端
　
久
恵

コ
ロ
ナ
禍
に
翻
弄
さ
れ
し
夏
休
み　

 

杉
江
　
タ
エ

原
爆
忌
祈
り
を
捧
げ
平
和
誓
ふ　

 

中
山
　
洋
子

コ
ロ
ナ
禍
の
七
十
五
年
原
爆
忌　

 

清
水
ド
ラ
吉

夏
の
蝶
視
野
よ
り
消
ゆ
る
長
電
話　

 

村
井
　
範
子

蓴じ
ゅ
ん

菜さ
い

を
初
め
て
食
す
旅
の
宿　

 

山
中
　
博
子

百
姓
に
三
密
は
無
し
胡
麻
叩
く　

 

竹
内
　
艶
子

鮎
焼
き
て
苦
み
頰
ば
る
夕
げ
か
な　

 

竹
内
　
佳
香

コ
ロ
ナ
禍
を
冷
焼
酎
が
吹
き
払
う　

 

豊
𠮷
　
義
夫

土
用
凪
み
じ
ろ
ぎ
も
せ
ず
稲
太
る　

 

田
上
　
義
則

肩
並
べ
稚
児
も
数
珠
繰
る
地
蔵
盆　

 

槇
野
　
　
侃

半
月
に
飛
行
機
重
な
る
秋
夕
べ　

 

山
下
　
敏
子

丸
窓
の
三
等
船
室
月
の
航　

 

山
本
な
づ
な

月
光
を
浴
び
味
噌
蔵
の
大
甍　

 

山
下
　
悠
児

一
ト
切
の
梨
の
雫
や
指
先
に　

 

坂
　
　
靖
久

手
作
り
の
味
噌
に
味
は
ふ
衣
被　

 

岩
橋
　
久
美

虫
の
音
が
か
す
か
に
届
く
六
畳
間　

 

中
村
　
洋
子

自
問
自
答

ね
。
以
前
、
K
ち
ゃ
ん
に
「
あ
な
た
の

こ
と
、
嫌
い
！
」
っ
て
は
っ
き
り
言
わ

れ
ち
ゃ
っ
た
か
ら
ね
。
小
学
生
の
僕
と

幼
稚
園
児
の
K
ち
ゃ
ん
。
平
静
を
装
っ

て
は
い
る
け
れ
ど
、
僕
で
も
ヘ
コ
む
よ
。

ま
ぁ
、
楽
し
く
遊
べ
れ
ば
、
そ
れ
が
一

番
だ
か
ら
、
仲
良
く
遊
ぼ
う
っ
と
！

　

K
ち
ゃ
ん
は
今
、
た
し
算
を
覚
え
た
み

た
い
。
僕
は
た
し
算
で
き
る
よ
。
引
き
算

も
で
き
る
よ
。
今
度
僕
が
K
ち
ゃ
ん
に
引

き
算
を
教
え
て
あ
げ
よ
う
。
僕
な
り
に

K
ち
ゃ
ん
に
名
誉
挽
回
と
い
っ
た
と
こ

ろ
だ
。
何
だ
か
、
僕
が
K
ち
ゃ
ん
に
対

抗
し
て
い
る
感
じ
。
男
の
子
と
女
の
子

と
違
う
の
に
、
い
つ
も
競
っ
た
後
に
何

で
僕
は
勝
手
に
K
ち
ゃ
ん
と
競
っ
て
い

る
ん
だ
ろ
う
？
と
、
自
問
自
答
し
て
い

る（
R
）

　

そ
の
後
の
カ
ブ
ト
ム
シ
君
は
ど
う

い
う
わ
け
か
、
メ
ス
が
2
匹
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
残
念
だ
け
ど
ね
。
そ

し
て
、
毎
日
の
餌
の
係
は
、
こ
れ
ま

た
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
パ
パ
の
係

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ま
ぁ
、
こ
う

い
う
こ
と
も
あ
る
さ
っ
！
と
、
僕
は

い
つ
も
パ
パ
に
言
っ
て
い
る
。

　

今
、
僕
は
野
球
観
戦
に
夢
中
な

の
だ
。
今
年
は
一
度
も
ナ
ゴ
ヤ
ド
ー

ム
に
行
け
そ
う
に
も
な
い
な
ぁ
。
こ

れ
も
仕
方
な
い
か
っ
！
も
ち
ろ
ん
ド

ラ
ゴ
ン
ズ
を
応
援
し
て
い
る
け
れ

ど
、
ど
の
チ
ー
ム
も
応
援
し
て
い
る

ん
だ
。
K
ち
ゃ
ん
は
カ
ー
プ
フ
ァ
ン

で
ね
。
ド
ラ
ゴ
ン
ズ
V
S
カ
ー
プ
の

試
合
だ
け
は
特
別
に
気
合
い
を
入

れ
て
、
ド
ラ
ゴ
ン
ズ
を
応
援
し
て
い

る
。
K
ち
ゃ
ん
は
カ
ー
プ
、カ
ー
プ
っ

て
、
い
つ
も
言
っ
て
る
。
カ
ー
プ
も

い
い
け
れ
ど
、
ド
ラ
ゴ
ン
ズ
の
方
が
、

ず
ー
っ
と
い
い
よ
！

　

お
も
ち
ゃ
の
野
球
ゲ
ー
ム
で
K

ち
ゃ
ん
と
一
緒
に
遊
ん
だ
よ
。
K

ち
ゃ
ん
は
好
き
な
よ
う
に
バ
ッ
ト

を
振
る
か
ら
、
「
も
っ
と
、
考
え
て

よ
！
」
と
、
言
っ
て
み
た
い
と
こ
ろ

だ
け
ど
、
ま
ぁ
、
女
の
子
だ
か
ら
言

う
の
止
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
。
K

ち
ゃ
ん
に
嫌
わ
れ
た
ら
大
変
だ
か
ら

日
々
是
好
日
　
　
「
思
い
出
い
っ
ぱ
い
」
　
　

応 募
日々の生活の中でチョットしたこんな事・
あんな事・心和む事、面白いエピソード等
この欄へどしどし応募してください。
（原稿用紙2枚程度）
応募先：あかい新聞　武豊店（郵送またはFAXにて）
住　所： 知多郡武豊町字金下37番地
T  E  L：0569-72-0356
F  A  X：0569-72-6002
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おはようを届けよう。

武豊 0569 (72) 0 356
常滑 0569 (35) 2 861あかい新聞店

詳細は担当 赤井まで 気軽にお問合せください

地域のご家庭・お店・会社に
新聞を届ける仕事です。
あなたからの新聞を
待ってくれる人がいるって
幸せな仕事だと思います。

アルバイト･パート募集中

朝刊配達員 

月給30,000～50,000円（配達部数による）

堤結
ゆ　の

望（2才）　絢
あや

都
と

（4才）　常滑市平松紗
さ

英
え

（7才）　里
り　さ

彩（5才）　武豊町


