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真
三
は
感
想
を
述
べ
な
が
ら
相
手
に
注つ

ぎ
返
し
た
。小

高
い
み
か
ん
の
花
咲
く
丘
の
上
に
は
、「
草
枕
温
泉
て
ん
す

い
」と
銘
打
っ
た「
道
の
駅
」風
の
ロ
グ
ハ
ウ
ス
の
建
物
が
あ

る
。み
か
ん
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
大
衆
浴
場
が
あ
り
、ま
た
隣

接
の
売
店
で
は
地
元
の
特
産
品
、野
菜
、く
だ
も
の
等
を
売
っ

て
い
る
。大
衆
浴
場
よ
り
広
い
露
天
風
呂
か
ら
臨
む
み
か
ん

畑
、光
る
有
明
海
、そ
し
て
そ
の
向
こ
う
に
見
え
る
島
原
半

島
の
雲
仙
・
普
賢
岳
の
俯
瞰
風
景
は
ま
さ
に
絶
景
で
あ
る
。

阿
蘇
の
外
輪
山
と
並
ぶ
熊
本
二
大
景
勝
地
で
あ
る
と
真
三

は
秘
か
に
楽
し
ん
で
い
る
。

　

真
三
は
大
学
四
年
の
夏
、昭
和
四
十
一
年（
一
九
六
六
）就

職
が
内
定
し
た
の
で
、一
人
旅
に
出
た
。当
時
、真
三
は
京

都
の
私
学
Ｄ
で
学
ん
で
い
た
。日
本
が
高
度
経
済
成
長
期

に
入
る
少
し
前
の
こ
ろ
だ
が
、こ
の
年
は
山
一
證
券
の
日
銀

特
融
が
持
ち
上
が
る
な
ど
、大
変
な
不
況
で
就
職
戦
線

も
き
び
し
か
っ
た
。い
く
つ
か
会
社
の
試
験
を
受
け
面
接

ま
で
行
く
が
、決
ま
ら
な
い
。そ
こ
で
エ
ン
ジ
ニ
ア
の
道
を

あ
き
ら
め
、地
方
の
企
業
に
変
え
る
こ
と
を
決
め
た
。内

定
先
の
企
業
の
本
社
が
九
州
に
あ
っ
た
の
で
、一
人
旅
は
そ

の
下
見
の
意
味
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
先
の
人
生
を
考
え
る
と
、な
に
か
釈
然
と
し
な
か
っ

た
が
、く
よ
く
よ
し
て
も
仕
方
が
な
い
。こ
の
こ
ろ
卒
論
と

並
行
し
て
学
内
公
募
論
文
で『
創
立
者
と
自
然
科
学
』の

テ
ー
マ
に
取
り
組
ん
で
い
た
。大
学
の
創
立
者
は
米
国
・
ボ

ス
ト
ン
で
学
ん
だ
Ａ
カ
レ
ッ
ジ
で
理
学
士
を
授
与
さ
れ
て

い
た
。入
学
以
来
、創
立
者
は
な
ぜ
宗
教
学
や
文
学
、歴
史

学
で
な
く
、理
学
士
な
ん
だ
と
い
う
疑
問
を
も
っ
て
い
た
。

こ
れ
は
真
三
が
理
系
の
学
生
だ
っ
た
か
ら
だ
と
本
人
は
思
っ

て
い
る
。

　

論
文
の
仕
上
げ
に
、創
立
者
の
生
誕
の
地
、群
馬
県
・

安
中
、国
禁
を
犯
し
て
密
航
し
た
北
海
道
・
函
館
、開
校
の

協
力
者
と
な
っ
た
京
都
府
顧
問
Ｙ
の
出
身
地
で
あ
る
福
島

県
・
会
津
、そ
し
て
熊
本
洋
学
校
の
廃
校
で
京
都
に
移
っ
た

熊
本
バ
ン
ド
の「
奉
教
之
碑
」の
あ
る
熊
本
市
・
花
岡
山
の

四
カ
所
を
訪
れ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

　

開
校
し
て
間
の
な
い
当
時
の
Ｄ
大
学
に
と
っ
て
、海
老

名
弾
正
ら
熊
本
バ
ン
ド
の
学
生
の
移
籍
は
、そ
の
基
礎
を

固
め
る
う
え
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。そ
れ
だ
け
に
、

熊
本
バ
ン
ド
の
こ
と
が
一
番
気
に
な
っ
て
い
た
。

　

あ
る
日
、漠
然
と
し
た
気
持
ち
で
九
州
に
向
け
て
夜
行

列
車
に
乗
り
込
ん
だ
。当
時
、九
州
へ
は
修
学
旅
行
で
行
っ

た
だ
け
で
あ
っ
た
。記
憶
に
残
っ
て
い
た
の
は
、別
府
の
地

獄
温
泉
、長
崎
の
平
和
公
園
、そ
し
て
阿
蘇
山
だ
け
で
あ
っ

た
。宿
泊
し
た
熊
本
県
の
杖つ

え

立た
て

温
泉
の
名
称
だ
け
は
覚
え

て
い
た
。

　

大
学
時
代
、下
宿
先
の
先
輩
が
九
州
に
来
た
ら
福
岡
の

直の
う

方が
た

に
寄
れ
と
命
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
、ま

ず
直
方
へ
向
か
っ
た
。石
炭
の
ボ
タ
山
に
初
め
て
連
れ
て
行
っ

て
も
ら
っ
た
。都
会
で
は
見
ら
れ
な
い
風
景
が
そ
こ
に
は

あ
っ
た
。

　

筑
豊
の
炭
鉱
者（
や
ま
も
の
）、石
炭
を
運
ぶ
運
搬
船
が

浮
か
ぶ
遠お

ん

賀が

川
の
川
筋
男
と
い
っ
た
言
い
方
を
す
る
。炭

鉱
者
も
川
筋
男
も
柄
悪
く
、品
性
も
良
く
な
く
荒
く
れ
男

の
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。い
う
な
れ
ば
、筑
豊
の

河
内
男
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
だ
。大
阪
で
も
船
場
は
上
品

だ
が
、河
内
は
品
性
が
良
く
な
い
と
見
ら
れ
て
い
る
。し
か

し
、大
阪
の
土
性
骨
は
河
内
の
風
土
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て

い
る
。真
三
が
大
阪
へ
出
張
し
た
折
、会
っ
た
有
力
取
引
先

の
福
岡
出
身
の
経
営
者
は「
わ
し
は
、川
筋
も
ん
だ
っ
た
」

と
、自
分
を
紹
介
し
た
が
、そ
こ
に
は
力
強
い
男
気
を
感
じ

て
も
ら
い
た
い
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に

思
っ
た
。西
郷
隆
盛
を
は
じ
め
と
す
る
九
州
人
全
体
の

イ
メ
ー
ジ
に
炭
鉱
者（
や
ま
も
の
）や
川
筋
男
の
強
さ
を

見
る
思
い
が
す
る
。

　

石
炭
と
い
え
ば
、る
り
子
の
出
身
地
の
荒
尾
に
隣
接
す

る
大
牟
田
が
三
池
炭
鉱
の
本
拠
地
と
し
て
有
名
だ
。昭
和

三
五
年（
一
九
六
〇
）ご
ろ
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
の
転
換

で
、石
炭
企
業
が
石
炭
か
ら
石
油
へ
進
出
、エ
ネ
ル
ギ
ー
構

造
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。昭
和
三
四
年（
一
九
五
九
）十
二
月
、

三
池
炭
鉱
は
一
千
二
百
名
の
指
名
解
雇
を
通
告
、三
池
争
議

に
発
展
し
た
。そ
の
四
年
後
、死
者
四
百
五
十
八
名
、一
酸
化

中
毒
患
者
八
百
三
十
九
名
と
い
う「
三
池
三
川
炭
鉱
炭
塵

爆
発
事
故
」が
起
き
た
。日
本
の
石
炭
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
終
焉

を
象
徴
す
る
炭
鉱
の
大
爆
発
事
故
は
大
争
議
に
発
展
し
た

不
幸
な
出
来
事
だ
っ
た
。

　

真
三
は
直
方
か
ら
博
多
に
出
て
、鹿
児
島
本
線
に
乗
り
換

え
、特
急
列
車
の
窓
か
ら
な
に
げ
な
く
大
牟
田
の
駅
名
を
見

て
、「
次
の
駅
で
降
り
て
、今
日
の
宿
と
し
よ
う
」と
、ま
っ
た
く

見
知
ら
ぬ
駅
に
降
り
る
ス
リ
ル
を
感
じ
た
。玉
名
駅
だ
っ
た
。

真
三
が
る
り
子
と
結
婚
す
る
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ
る
。夏

の
温
泉
旅
館
は
シ
ー
ズ
ン
オ
フ
で
、泊
り
客
は
ほ
と
ん
ど
い
な

い
。し
か
し
、サ
ラ
リ
ー
マ
ン
人
生
が
終
わ
り
の
ご
ろ
に
な
っ
て
、

あ
の
と
き
玉
名
駅
で
降
り
た
こ
と
に
妙
な
因
縁
と
い
う
か
、奇

縁
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

「
あ
れ
が
炭
鉱
で
働
い
て
い
た
人
た
ち
の
社
宅
だ
っ
た
こ
ろ
よ
」

　

結
婚
後
、帰
省
の
折
に
は
、大
牟
田
駅
前
の
レ
ン
タ
カ
ー

営
業
所
で
ク
ル
マ
を
借
り
た
。る
り
子
が
車
中
で
外
を
見
な

が
ら
教
え
た
。木
造
平
屋
の
長
屋
風
の
社
宅
を
眺
め
な
が

ら
往
時
の
炭
鉱
者
の
生
活
ぶ
り
が
浮
か
ん
だ
。い
ま
の
三
井

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
や
シ
テ
ィ
モ
ー
ル
が
で
き
る
ま
で
は
炭
鉱

者
の
社
宅
の
一
群
が
廃
墟
と
な
っ
て
広
が
っ
て
い
た
。そ
れ
は

死
ん
だ
街
の
風
景
で
あ
っ
た
。三
池
大
争
議
に
続
き
、大
爆

発
の
余
韻
が
残
る
昭
和
四
十
年（
一
九
六
五
）、る
り
子
の

親
類
の
教
諭
は
る
り
子
の
高
校
卒
業
と
入
れ
替
わ
る
よ
う

に
荒
尾
の
Ａ
校
に
赴
任
し
て
き
た
。「
数
年
前
に
爆
発
事
故

が
あ
り
、生
徒
は
大
変
荒
れ
て
い
る
と
脅
さ
れ
た
」と
熊
本

地
理
学
会『
熊
本
地
理
、１
９
９
９
・

１１
』に
そ
の
教
諭

は
書
き
留
め
て
い
る
。

「
労
組
が
第
一
と
第
二
に
分
裂
し
た
の
で
、家
族
や
学
校
の

生
徒
ま
で
、い
が
み
あ
っ
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
わ
」

　

る
り
子
は
真
三
の
話
を
聞
き
な
が
ら
思
い
出
し
て
い
た
。

―
彼
女
は
小
岱
山（
し
ょ
う
た
い
さ
ん
）の
ふ
も
と
の
梅
農

家
か
ら
市
街
地
の
Ａ
高
校
へ
進
学
し
て
は
じ
め
て
、炭
鉱

者
の
家
の
生
徒
と
一
緒
に
な
っ
た
。そ
れ
ま
で
は
ま
っ
た
く

知
ら
な
か
っ
た
。Ａ
高
校
に
在
学
中
に
三
池
炭
鉱
で
大
き

な
事
件
や
事
故
は
な
か
っ
た
が
、三
池
争
議
の
余
波
は
学

内
に
も
及
ん
で
い
た
。彼
女
が
高
校
生
の
頃
、学
内
で
も
炭

鉱
者
の
生
徒
は
一
大
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
。

　

レ
ン
タ
カ
ー
の
窓
か
ら
の
ぞ
く
と
、半
分
土
に
埋
も
れ

た
石
炭
貨
車
の
レ
ー
ル
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
顔
を
の
ぞ
か

せ
て
い
た
。全
盛
期
に
は
三
池
鉄
道
が
社
宅
か
ら
三
池
港

ま
で
伸
び
て
い
た
。そ
の
こ
ろ
石
炭
輸
送
だ
け
で
な
く
、一

般
に
も
開
放
、地
元
民
も
運
ん
だ
。大
牟
田
か
ら
荒
尾
に

か
け
て
四
ツ
山
の
商
店
街
は
石
炭
産
業
の
隆
盛
と
と
も
に

発
展
し
た
が
、い
ま
で
は
建
物
も
戦
前
の
ま
ま
の
も
の
も

多
く
、気
の
毒
な
く
ら
い
す
っ
か
り
寂
び
れ
て
い
る
。

　

往
時
を
し
の
ぶ
大
牟
田
市
石
炭
産
業
科
学
館
が
有
明

海
岸
沿
い
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。い
ま
で
は
当
時
の
石
炭
産

業
の
歴
史
を
と
ど
め
て
い
る
数
少
な
い
場
所
で
あ
ろ
う
。隣

接
し
て
い
た
第
三
セ
ク
タ
ー
の
ネ
イ
ブ
ル
ラ
ン
ド
は
無
残
な

撤
退
を
し
て
い
た
。地
元
の
民
放
が
第
三
セ
ク
タ
ー
の
ず

さ
ん
な
運
営
ぶ
り
の
代
表
例
と
し
て
報
じ
て
い
た
。

「
水
族
館
の
ク
ラ
ゲ
だ
け
だ
ね
、見
ら
れ
る
も
の
は
？
」

　

見
学
し
て
い
た
の
は
真
三
夫
婦
と
九
十
三
歳
の
義
母
の

三
人
だ
け
で
、料
金
は
大
人
一
人
千
八
百
円
は
い
か
に
も

割
高
感
が
あ
っ
た
。地
方
で
の
ミ
ニ
テ
ー
マ
パ
ー
ク
の
運
営

の
厳
し
さ
を
見
せ
つ
け
て
い
た
。

　

都
市
型
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
を
つ
く
る
な
ら
、少
な
く
と
も

三
井
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
を
超
え
る
か
、同
等
の
も
で
な
い
と
、

人
は
三
井
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
流
れ
る
。癒
し
系
の
温
泉
ス

ポ
ッ
ト
が
熊
本
や
周
辺
県
に
無
数
に
あ
る
だ
け
に
、そ
れ
ら

を
も
上
回
る
規
模
と
魅
力
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
で
採
算
を
と

る
の
は
か
な
り
難
し
い
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。む
し

ろ
三
井
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
そ
ば
に
、ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
に
絞
っ

た
レ
ジ
ャ
ー
施
設
は
成
功
し
て
い
る
。大
牟
田
、荒
尾
一
帯

は
三
井
財
閥
の
影
響
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。明
治
二
十
一

年（
一
八
八
八
）に
、三
井
家
が
官
営
の
三
池
炭
鉱
を
手
に

入
れ
た
こ
と
か
ら
、今
日
の
三
井
の
城
下
町
と
な
っ
た
こ
と

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。熊
本
県
の
荒
尾
と
福
岡
県
の
大
牟
田

は
県
境
で
接
し
て
い
る
が
、ど
ち
ら
も
県
の
中
心
街
か
ら

外
れ
て
い
る
。両
市
は
石
炭
の
街
と
し
て
発
展
す
る
が
、開

坑
し
た
当
時
は
気
の
き
い
た
宿
泊
施
設
も
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

　

優
雅
な
社
交
界
を
忍
ば
せ
る
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
三
井
港
倶
楽

部
の
建
物
が
現
在
、三
井
港
の
近
く
に
残
っ
て
い
る
。明
治

四
十
一
年（
一
九
〇
八
）の
建
物
だ
。三
井
関
係
の
人
た
ち
を
は

じ
め
、外
国
高
級
船
員
の
宿
泊
や
接
待
、ま
た
皇
族
や
政
界

人
の
迎
賓
館
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。現
在
は
レ
ス
ト
ラ
ン
、

結
婚
式
場
と
し
て
一
般
に
公
開
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

「
山
海
を
開
発
し
て
世
界
に
通
ず
」

　

明
治
四
十
一
年（
一
九
〇
八
）、三
池
港
の
開
港
式
に
臨
席
し

た
当
時
、大
蔵
大
臣
の
井
上
馨
の
揮き

毫ご
う

の
扁
額
が
館
内

の
壁
に
か
か
っ
て
い
る
。明
治
維
新
後
、薩
長
出
身
の
政
治
家
を

中
心
に
産
業
振
興
が
進
め
ら
れ
た
。長
州
出
身
の
伊
藤
博
文
は
、

産
業
振
興
の
た
め
政
府
の
事
業
と
し
て
石
炭
産
業
に
力
を
入
れ

た
。石
炭
産
業
民
営
化
に
あ
た
り
、長
州
の
息
の
か
か
っ
た
三
井

物
産
に
三
池
炭
鉱
を
売
り
渡
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

三
井
炭
鉱
を
訪
れ
た
伊
藤
博
文
に
よ
る
揮
毫「
浦
潤
山
輝
」

（
石
炭
が
生
産
さ
れ
、港
の
船
舶
の
出
入
り
が
盛
ん
）も
三
井
港
倶

楽
部
に
残
っ
て
い
る
。

「
こ
こ
は
囚
人
の
墓
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
」

　

大
牟
田
市
内
に
あ
る
る
り
子
の
実
家
の
墓
参
り
に
行
っ

た
折
に
、義
兄
が
説
明
し
て
く
れ
た
。
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〈
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

（
四
十
二

）日
本
映
画（
そ
の
3
）

◎
山
中
貞
雄
『
丹
下
左
膳

余
話
・
百
万
両
の
壺
』

　
『
丹
下
左
膳
余
話
・
百
万
両
の

壷
』は
片
眼
片
腕
の
怪
剣
土
・
丹

下
左
膳
が
主
人
公
で
す
。
し
か

し
、
こ
の
映
画
の
丹
下
左
膳
は

大
活
躍
し
ま
せ
ん
。
い
ざ
と
な

れ
ば
強
い
の
で
し
ょ
う
が
、
と
て

も
近
寄
り
が
た
い
剣
豪
に
は
見

え
ま
せ
ん
。
い
つ
も
、
雇
わ
れ
て

い
る
矢
場
の
女
主
人
に
や
り
込

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ほ
ど
愉
快
な
映
画
は
滅

多
に
あ
り
ま
せ
ん
。
黒
澤
明
の
時

代
劇
、
例
え
ば『
用
心
棒
』や『
椿

三
十
郎
』
な
ど
の
手
に
汗
握
る
痛

快
さ
と
は
異
な
り
、
つ
い
ク
ス
ク

ス
笑
い
出
し
て
し
ま
う
可
笑
さ
に

満
ち
溢
れ
た
楽
し
い
映
画
で
す
。

　

と
に
か
く
愉
快
で
す
。
心
地
よ

い
の
で
す
。
ほ
ん
わ
か
と
し
た
気

分
に
な
り
ま
す
。
真
夏
の
猛
暑
で

も
な
く
、
真
冬
の
極
寒
で
も
な
い
、

春
風
駘
蕩
の
世
界
で
す
。
あ
ら
ゆ

る
も
の
が
、
絶
対
的
な
厳
し
さ
で

な
く
、
相
対
的
な
緩
や
か
さ
で

把
握
さ
れ
、
と
げ
と
げ
し
さ
と
は

無
縁
な
、
の
ん
び
り
と
し
た
風
景

が
展
開
し
ま
す
。
凡
庸
な
監
督
で

は
到
底
生
み
出
す
こ
と
の
で
き
な

い
素
敵
な
時
代
劇
で
す
。

　

こ
の
比
類
の
な
い
傑
作
を

作
り
出
し
た
の
は
、
昭
和
13
年

（
1
9
3
8
）
9
月
17
日
、
29
歳

の
若
さ
で
日
中
戦
争
の
戦
場
で

病
死
し
た
山
中
貞
雄
で
す
。
日

中
戦
争
、
続
く
太
平
洋
戦
争
で
、

多
く
の
若
者
が
無
残
に
殺
さ
れ
ま

し
た
。
無
数
の
無
名
人
に
混
じ
っ

て
、
映
画
監
督
の
山
中
貞
雄
や

プ
ロ
野
球
の
不
滅
の
名
投
手
・
沢

村
栄
治
と
い
っ
た
有
名
人
も
死
に

ま
し
た
。
残
念
無
念
で
仕
方
が

あ
り
ま
せ
ん
。

　

山
中
貞
雄
の
こ
と
を
知
ら
な
い

人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
簡
単
に

紹
介
し
ま
す
。

　

―
1
9
0
9
年
、
京
都
市
に

生
ま
れ
る
。
1
9
2
7
年
に
京

都
市
立
第
一
商
業
学
校
を
卒
業

す
る
と
、
同
じ
学
校
の
上
級
生

だ
っ
た
マ
キ
ノ
雅
弘
に
頼
ん
で
マ

キ
ノ
映
画
に
入
社
し
た
。
翌
年
、

時
代
劇
ス
タ
ー
の
嵐
寛
寿
郎
が

独
立
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
を
興
す
と
、

脚
本
家
・
助
監
督
と
し
て
参
加

し
、
ま
ず
脚
本
家
と
し
て
認
め

ら
れ
た
。1
9
3
2
年
に
処
女
作

『
磯
の
源
太
・
抱
寝
の
長
脇
差
』

を
発
表
し
た
。
映
画
評
論
家
の

岸
松
雄
が
絶
賛
し
た
こ
と
で
、
山

中
貞
雄
は
一
躍
脚
光
を
浴
び
た
。

そ
の
後
、『
小
判
し
ぐ
れ
』『
盤
嶽
の

一
生
』『
鼠
小
僧
次
郎
吉
』『
国
定
忠

治
』『
丹
下
左
膳
余
話
・
百
万
両

の
壺
』『
街
の
入
墨
者
』『
河
内
山
宗

俊
』『
森
の
石
松
』『
人
情
紙
風
船
』

な
ど
を
作
っ
た
。
彼
の
作
っ
た
も

の
は
全
て
時
代
劇
で
、
娯
楽
性

に
富
ん
だ
商
業
映
画
で
あ
っ
た
が
、

単
な
る
娯
楽
映
画
の
枠
を
越
え
、

見
事
な
映
画
的
技
巧
に
よ
っ
て
芸

術
的
に
も
高
い
水
準
に
達
し
て
い

た
。
1
9
3
7
年
、
遺
作
『
人

情
紙
風
船
』
を
作
っ
た
後
、
軍
隊

に
召
集
さ
れ
、
日
中
戦
争
の
前

線
に
一
兵
士
と
し
て
送
り
出
さ
れ
、

1
9
3
8
年
9
月
に
中
国
の
戦
場

（
開
封
）で
病
死
し
た
。
29
歳
だ
っ

た
。
な
お
、
現
在
、
フ
ィ
ル
ム
が

残
っ
て
い
る
の
は
『
丹
下
左
膳
余

話
・
百
万
両
の
壺
』『
河
内
山
宗
俊
』

『
人
情
紙
風
船
』の
3
本
だ
け
。

　

林
不
忘
の
原
作
が
大
き
く
変

え
ら
れ
、
映
画
は
次
の
よ
う
な
物

語
に
な
り
ま
し
た
。
原
作
者
側

か
ら
文
句
が
出
た
の
で
、
原
作
と

は
別
物
だ
と
い
う
意
味
で
、
題
名

に
「
丹
下
左
膳
余
話
」
が
入
り
ま

し
た
。

　

―
柳
生
源
三
郎
（
沢
村
国
太

郎
）
は
、
江
戸
の
大
き
な
道
場
に

婿
養
子
に
入
っ
た
時
に
、
藩
主
の

兄
か
ら
餞
別
に
汚
い
壷
を
贈
ら
れ

た
。
妻
の
萩
乃（
花
井
蘭
子
）は
そ

の
壺
を
屑
屋
に
売
り
飛
ば
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
百
万
両
の
隠
し

場
所
の
地
図
が
塗
り
込
め
ら
れ

た
壷
だ
っ
た
。
壺
の
秘
密
を
知
っ

た
源
三
郎
は
、「
壺
を
探
し
に
行

く
」
と
言
っ
て
は
、
矢
場
に
直
行

し
て
、
そ
こ
で
働
く
若
く
て
可
愛

い
女
と
楽
し
く
遊
ん
で
い
る
。
矢

場
の
女
主
人
は
三
味
線
の
名
手
・

お
藤（
喜
代
三
）。
そ
こ
の
用
心
棒

が
丹
下
左
膳
（
大
河
内
伝
次
郎
）

で
あ
る
。
安
吉
と
い
う
孤
児
も
同

居
し
て
い
る
。
父
が
矢
場
で
遊
ん

で
帰
る
途
中
に
悪
者
に
殺
さ
れ
た

の
で
、
お
藤
が
引
き
取
っ
た
の
で

あ
る
。
安
吉
は
屑
屋
か
ら
貰
っ
た

汚
い
壺
の
中
で
金
魚
を
飼
っ
て
い

る
。
紆
余
曲
折
を
経
て
、
百
万

両
の
壺
は
源
三
郎
の
手
に
戻
る
が
、

彼
は
壺
を
妻
に
渡
す
と
も
う
遊

び
に
出
ら
れ
な
く
な
る
の
を
恐
れ

て
、
そ
の
壷
を
矢
場
に
置
い
て
貰

う
こ
と
に
す
る
。

　

山
中
貞
雄
よ
り
1
つ
年
下
の

黒
澤
明
は
、
山
中
に
つ
い
て
こ
う

語
っ
て
い
ま
す
。

　
「
山
中
さ
ん
は
、
助
監
督
の

頃
、
本
当
に
お
と
な
し
く
て
、
何

か
ボ
ー
ッ
と
し
て
い
た
よ
う
だ
け
ど
、

監
督
に
な
っ
た
ら
、急
に
雄
弁
に
な
っ

て
さ
、
す
ご
い
才
能
な
ん
だ
ヨ
。
本

当
に
早
く
亡
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
日

本
映
画
の
大
き
な
損
失
だ
ね
」

◎
清
水
宏『
小
原
庄
助
さ
ん
』

　

今
で
は
す
っ
か
り
忘
れ
去
ら

れ
て
い
ま
す
が
、
昭
和
10
年
代
、

小
津
安
二
郎
や
山
中
貞
雄
や
溝

口
健
二
な
ど
と
同
列
に
評
価
さ

れ
て
い
た
一
人
の
映
画
監
督
が
い

ま
し
た
。
清
水
宏
で
す
。
私
と

同
年
代
の
人
の
中
に
は
、
彼
の
戦

後
の
作
品
で
あ
る
『
蜂
の
巣
の
子

供
達
』（
昭
和
23
年
）や『
し
い
の
み

学
園
』（
昭
和
30
年
）を
覚
え
て
い

る
人
が
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

彼
は
桁
外
れ
な
、
全
く
ユ
ニ
ー

ク
な
映
画
監
督
で
し
た
。
彼
の

略
歴
は
次
の
よ
う
で
す
。

　

―
1
9
0
3
年
3
月
、
静
岡

県
天
竜
川
沿
い
の
山
村
に
生
ま

れ
る
。
北
海
道
大
学
を
中
退
し

て
、
松
竹
蒲
田
撮
影
所
に
入
っ
て

助
監
督
に
な
る
。
1
9
2
4
年

に
監
督
に
な
り
、
時
代
劇
で
も

喜
劇
で
も
メ
ロ
ド
ラ
マ
で
も
何
で

も
撮
っ
て
職
人
的
な
腕
前
を
認

め
ら
れ
た
。
1
9
3
6
年
の『
有

り
が
と
う
さ
ん
』
が
一
つ
の
転
機

に
な
る
。
オ
ー
ル
ロ
ケ
に
よ
る
こ

の
作
品
は
、
映
画
的
感
覚
の
新

鮮
さ
に
お
い
て
画
期
的
で
あ
っ
た
。

以
後
、
彼
は
即
興
的
、
実
写
的
、

風
物
詩
的
な
作
風
に
天
才
を
発

揮
し
た
。
ス
タ
ー
俳
優
を
否
定

し
て
、
風
景
の
中
に
子
ど
も
た
ち

の
動
き
だ
け
で
類
い
稀
な
詩
情

を
表
現
す
る
児
童
映
画
の
名
作

を
数
多
く
作
っ
た
。
戦
後
、
映

画
界
の
こ
せ
こ
せ
し
た
生
活
が
嫌

に
な
り
、
悠
々
自
適
の
生
活
を

し
て
い
た
。
子
ど
も
の
好
き
な
彼

は
、
街
の
浮
浪
児
た
ち
を
引
き

取
っ
て
、
自
分
で
面
倒
を
見
て
い

た
。
そ
し
て
、
そ
の
子
ど
も
た
ち

を
全
員
出
演
さ
せ
て
『
蜂
の
巣
の

子
供
達
』を
作
っ
た
。
好
評
で
あ
っ

た
。
1
9
6
6
年
6
月
、
こ
の

大
き
な
子
ど
も
の
よ
う
な
映
画

監
督
は
京
都
で
亡
く
な
っ
た
。
63

歳
で
あ
っ
た
。

　

私
の
観
た
清
水
宏
の
映
画
は

『
有
り
が
と
う
さ
ん
』『
蜂
の
巣
の

子
供
達
』『
小
原
庄
助
さ
ん
』『
し

い
の
み
学
園
』の
4
本
だ
け
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
中
の
『
小
原
庄
助

さ
ん
』
が
抜
群
に
面
白
か
っ
た
の

で
す
。
こ
の
1
本
で
、
清
水
宏
は
、

私
に
は
忘
れ
難
い
映
画
監
督
に

な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
映
画
は
昭
和
24
年

（
1
9
4
9
）
に
作
ら
れ
ま
し

た
。
10
歳
だ
っ
た
私
は
封
切
り

の
時
に
観
て
い
ま
せ
ん
。
今
か
ら

5
年
ほ
ど
前
に
D
V
D
を
買
っ

て
観
ま
し
た
。
び
っ
く
り
し
ま
し

た
。
無
為
自
然
の
人
生
観
を
持
っ

た
主
人
公
（
没
落
し
た
元
地
主
）

が
、
実
に
ゆ
っ
た
り
と
生
活
し
て

い
る
の
で
す
。
映
画
は
、
こ
の
人

の
良
い
主
人
公
の
日
常
生
活
を

ユ
ー
モ
ラ
ス
に
淡
々
と
描
い
て
い

き
ま
す
。
彼
は
ど
こ
へ
行
く
に
も
、

の
ん
び
り
と
ロ
バ
に
乗
っ
て
い
る
の

で
す
。
そ
し
て
、
酒
が
大
好
き
な

の
で
す
。

　

こ
ん
な
お
話
で
す
。
―
村
一
番

の
地
主
だ
っ
た
杉
本
左
平
太
（
大

河
内
伝
次
郎
）
は
、
本
名
よ
り
、

あ
だ
名
の
小
原
庄
助
さ
ん
の
方

で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
朝
か
ら

風
呂
に
入
り
、
風
呂
か
ら
出
る

と
酒
を
飲
む
。
村
の
青
年
た
ち

が
彼
の
寄
付
で
買
っ
た
野
球
チ
ー

ム
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
持
っ
て
礼

に
や
っ
て
来
る
。
村
の
婦
人
た
ち

に
ミ
シ
ン
を
買
っ
て
や
り
、
自
宅

を
そ
の
稽
古
場
と
し
て
提
供
す

る
。
と
う
と
う
彼
は
破
産
す
る
。

家
財
道
具
が
競
売
さ
れ
る
。
妻

の
お
の
ぶ
（
風
見
章
子
）
は
、
彼

女
の
兄
の
説
得
で
実
家
に
帰
っ
て

し
ま
う
。
そ
の
晩
、
二
人
の
泥

棒
が
入
る
が
、
彼
は
柔
道
の
技

で
豪
快
に
投
げ
飛
ば
す
。
降
参

し
た
泥
棒
た
ち
と
一
緒
に
酒
を

飲
み
、「
忍
び
込
ん
で
く
る
時
期

が
悪
か
っ
た
ね
」
と
泥
棒
た
ち
を

慰
め
る
。
翌
朝
、
ト
ラ
ン
ク
ひ
と

つ
を
持
っ
て
駅
に
向
か
う
。
戻
っ

て
来
た
奥
さ
ん
が
、
申
し
訳
な

さ
そ
う
に
彼
の
後
を
追
い
、
並
ん

で
歩
く
。

　
「
終
」
の
替
わ
り
に
「
始
」
の
字

幕
が
出
て
き
て
、
映
画
は
終
わ

り
ま
す
。

杉 

本 

武 

之

私
の
出
会
っ
た
作
品
（42）

『丹下左膳余話・百万両の壺』

◎
常
滑
市
民
文
化
会
館

　
ホ
ー
ル

▼
常
滑
中
学
校
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
・

七
日（
土
）　

開
場　

午
前
九
時
十
分

　

開
演　

同
九
時
半（
〜
午
後
一
時
）

　

関
係
者
の
み　

問
合
せ　

常
滑
市

立
常
滑
中
学
校　

☎
３５-

２
３
７
５

▼
ピ
ア
ノ
発
表
会
ク
リ
ス
マ
ス
コ

ン
サ
ー
ト
・
八
日（
日
）　

開
場　

午

後
一
時　

開
演　

同
一
時
十
分（
〜

午
後
五
時
）　

関
係
者
の
み　

問
合

せ　

妖
精
の
会
ピ
ア
ノ
教
室　

☎

３４-

２
２
９
６（
見
田
）

▼
鬼
崎
中
学
校
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
・

十
四
日（
土
）　

開
場　

午
前
九
時

十
分　

開
演　

同
九
時
半（
〜
午
後

〇
時
十
五
分
）　

関
係
者
の
み　

問

合
せ　

常
滑
市
立
鬼
崎
中
学
校　

☎
４２-

０
２
２
１

▼
常
滑
市
ジ
ュ
ニ
ア
吹
奏
楽
団
第

十
八
回
定
期
演
奏
会
・
十
五
日（
日
）

　

開
場　

午
後
一
時　

開
演　

同

一
時
半（
〜
同
三
時
半
）　

入
場
無

料　

問
合
せ　

常
滑
市
ジ
ュ
ニ
ア

吹
奏
楽
団
事
務
局　

☎
０
９
０-

６
７
６
３-

３
０
７
７（
井
上
）

▼
ピ
ア
ノ
発
表
会
・
二
十
一
日（
土
）

　

開
場　

午
後
〇
時
四
十
五
分　

開
演　

同
一
時（
〜
同
四
時
）　

関

係
者
の
み　

問
合
せ　

長
鎌
明
美

　

☎
４３-

６
６
６
３

▼
き
か
ん
し
ゃ
ト
ー
マ
ス
ク
リ
ス

マ
ス
コ
ン
サ
ー
ト　

〜
ソ
ド
ー
島

の
メ
リ
ー
ク
リ
ス
マ
ス
〜
・
二
十
四

日（
火
）　

一
回
目　

開
場　

午
前

十
一
時
半　

開
演　

正
午（
〜
午
後

一
時
）　

二
回
目　

開
場　

午
後
二

時　

開
演　

同
二
時
半（
〜
同
三
時

半
）　

入
場
料　

三
千
五
十
円　

問

合
せ　

常
滑
市
民
文
化
会
館　

☎

３５-

３
１
１
１

◎
常
滑
市
民
文
化
会
館

　
展
示
室

　
あ
な
た
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー

▼
令
和
元
年
度
常
滑
高
等
学
校
ク
リ

エ
イ
テ
ィ
ブ
デ
ザ
イ
ン
科
生
徒
作
品

展
・
六
日（
金
）〜
八
日（
日
）　

六
日

（
金
）　

午
前
九
時
〜
午
後
七
時
、七
日

（
土
）　

午
前
九
時
〜
午
後
五
時
、八
日

（
日
）　

午
前
九
時
〜
午
後
三
時　

第

一
・
二
展
示
室　

あ
な
た
の
ギ
ャ
ラ

リ
ー　

問
合
せ　

愛
知
県
立
常
滑
高

等
学
校
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
デ
ザ
イ
ン

科　

☎
４３-

１
１
５
１（
澤
田
）

▼
常
滑
地
区
伝
統
文
化
い
け
ば
な
親

子
教
室
・
二
十
七
日（
金
）　

午
前
九

時
半
〜
同
十
一
時　

第
一
展
示
室

　

問
合
せ　

常
滑
地
区
伝
統
文
化

い
け
ば
な
親
子
教
室　

☎
０
５
２-

３
２
１-

８
９
８
５（
伊
藤
）

◎
常
滑
市
立
図
書
館

▼
シ
ル
バ
ー
筆
耕
ク
ラ
ブ
展（
書
）・

〜
六
日（
金
）

▼
常
滑
市
小
中
学
校
作
品
展（
図
工
、美

術
作
品
）・
十
一
日（
水
）〜
二
十
日（
金
）

▼
陶
と
灯
の
日
写
真
展（
写
真
）・

二
十
一
日（
土
）〜
二
十
七
日（
金
）

◎
と
こ
な
め
陶
の
森
資
料
館

▼「
山や

ま

田だ

元も
と

三ぞ
う

の
仕
事
」
展
・
〜

二
十
七
日（
金
）

◎
と
こ
な
め
陶
の
森
研
究
所

▼「
山
田
元
三
の
仕
事
」
展
・
〜

二
十
七
日（
金
）

◎
常
滑
市
体
育
館

▼
冬
季
市
民
六
人
制
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

大
会
・
一
日（
日
）

▼
常
滑
市
子
ど
も
会
綱
引
き
大
会
・

八
日（
日
）

　
　
　
　
　
（
略
）前
、兄
弟
学
級
を
や
っ

　
　
　
　
　

て
い
た
乙
川
東
小
学
校
が

あ
っ
た
で
し
ょ
う
。ぼ
く
の
家
は
そ
こ
か
ら

ま
あ
ま
あ
近
い
け
ど
、そ
の
学
校
で
は
な

く
て
、亀
崎
小
学
校
で
す
。こ
の
学
校
は
、

体
育
館
で
は
な
く
講
堂
で
す
。そ
の
講
堂

は
、昭
和
四
年
ご
ろ
で
き
た
そ
う
で
す
。で

も
今
度
、体
育
館
を
造
る
た
め
こ
の
講
堂

を
こ
わ
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、ま
た
も
や
三
組
で
し
た
。担

任
の
先
生
は
、小
田
正
樹
先
生
で
す
。

　

こ
こ
の
学
校
に
は
、フ
ィ
ー
ル
ド
ア
ス
レ
チ
ッ

ク
が
あ
り
、毎
朝
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
を
使
っ
て「
な

か
よ
し
運
動
」と
い
う
の
を
や
っ
て
い
ま
す
。

　

も
う
修
学
旅
行
に
行
っ
た
ん
だ
っ
て
ね
。

ぼ
く
た
ち
の
学
校
で
は
、二
学
期
に
行
き
ま

す
。ど
こ
に
行
く
か
と
い
う
と
伊
勢
に
行
き

ま
す
。（
略
）　

※
昭
和
54
年
3
月
31
日
転
出

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

チキンナゲット

作
り
方

簡単!
クリスマスパーティに手作りナゲットはいかがでしょうか？

チーズ味とハーブ味の２種作ります♪

①  Ⓐを耐熱皿に入れ、かるくラッ
プをして、レンジで3〜4分加熱
→冷ます（◎）

②  ★＋◎＋Ⓑをよく練り合わ
せ1/2量に分け、1/2は10等分
にし小判型に型を整える。
1/2は 乾 燥 バ ジ ル を 大 さ じ
1/2弱加えまぜ10等分にし小
判型にする。

③   Ⓒで衣をつけて形を小判型に
整え、170℃で色よく揚げる

④ 盛りつけて完成

材
料

【4人分】
★ 鶏ひき肉…500g

Ⓐ （玉ねぎ…200g（みじん切り）　サラダ油…大さじ1）
　     粉チーズ…大さじ3　牛乳…大さじ2　塩…小さじ2/3
　     にんにく…小さじ1/4　こしょう…少々　卵…1個
Ⓒ 小麦粉…適量　揚げ油…適量

Ⓑ

こ
の
指ゆ

び

と
ま
れ 

（285）　
　

氏  

原  

朝  

信

　
　
　
　
　
（
略
）九
州
の
方
に
来
て
、二

　
　
　
　
　

 

週
間
目
に
は
い
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　

常
滑
と
九
州
と
の
言
葉
は

少
し
ち
が
い
ま
す
。「
ず
う
ず
う
し
い
」の

こ
と
を「
あ
つ
か
ま
し
い
」と
言
い
ま
す
。こ

ち
ら
の
が
、や
さ
し
そ
う
な
言
葉
で
す
。

　

テ
レ
ビ
番
組
は
い
っ
し
ょ
み
た
い
で
す
。

こ
ち
ら
で
も「
つ
む
じ
風
」は
人
気
み
た
い

で
す
。こ
ち
ら
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
は
２
・
６
・

８
・
10
・
12
・
U
で
す
。

　

勉
強
の
方
は
こ
ち
ら
は
遅
れ
て
い
ま
す
。

今
、「
い
ろ
い
ろ
な
計
算
」を
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
な
に
か
の
運
で
、六
年
三
組
に
な

り
ま
し
た
。と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

先
生
は
、大
江
先
生
で
す
。す
ご
く
き
び

し
く
て
お
手
上
げ
で
す
。五
時
間
な
の
に

六
時
間
に
す
る
い
や
な
先
生
で
す
。

　

学
校
の
服
装
が
き
ま
っ
て
い
ま
す
。と

て
も
い
や
で
す
が
、し
か
た
あ
り
ま
せ
ん
。

（
略
）

　
　

※
昭
和
54
年
6
月
2
日
転
出

鈴
木 

知
彦（
半
田
市
亀
崎
） 

磯
村 

佳
代
子
（
北
九
州
市
小
倉
南
区
）

転
校
し
て
い
っ
た
友
達

 

昭
和
54
年
度
　
常
滑
小
学
校
六
年
三
組

卒
業
記
念
号「
な
か
ま
」（
一
九
八
〇
・
三
・
一
九
）
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社
や
お
寺
に
よ
っ
て
デ
ザ
イ
ン
も
違
う
し
、

限
定
の
御
朱
印
も
あ
る
か
ら
、
見
て
い
る
だ

け
で
も
楽
し
い
。
手
書
き
で
書
い
て
も
ら
っ

て
い
る
と
き
の
、
心
穏
や
か
に
待
っ
て
い
る
、

あ
の
時
間
も
好
き
な
の
だ
。

　

次
は
知
恩
院
へ
。
紅
葉
は
ま
だ
見
頃
で

は
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
紅
葉
前
の
美
し
さ
も

そ
れ
は
そ
れ
で
い
い
。
チ
ラ
ッ
と
教
え
て
も

ら
っ
た
け
れ
ど
、
知
恩
院
の
七
不
思
議
と
い

う
も
の
が
あ
っ
て
、
ま
た
ゆ
っ
く
り
見
た
い

な
ぁ
。
何
だ
か
難
し
す
ぎ
て
、
理
解
で
き
な

か
っ
た
よ
。
こ
れ
は
、
次
回
ま
で
に
勉
強
だ

な
ぁ
。
知
恩
院
の
濡
髪
大
明
神
と
い
う
と
こ

ろ
に
行
っ
た
よ
。
お
参
り
し
て
、
御
朱
印
を

い
た
だ
い
て
、
知
恩
院
の
七
不
思
議
の
1
つ
、

忘
れ
傘
を
見
て
、
何
と
な
く
理
解
し
た
よ
う

な
、
理
解
で
き
な
か
っ
た
よ
う
な
…
。

　

お
昼
は
京
懐
石
料
理
を
食
べ
た
よ
。
そ
れ

は
そ
れ
は
上
品
な
お
味
で
、
美
味
し
か
っ
た

よ
。
弟
は
パ
パ
と
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
ご
飯
ま

で
食
べ
て
い
た
よ
。
弟
も
美
味
し
そ
う
に
食

べ
て
た
か
ら
、
僕
も
嬉
し
い
よ
。
お
腹
が
満

た
さ
れ
て
も
、
お
休
み
処
で
は
自
分
で
お
抹

茶
を
点
て
る
と
い
う
体
験
を
し
た
よ
。
自
分

で
初
め
て
点
て
た
お
抹
茶
は
、「
う

〜

ん
、
ま

ず
か
っ
た
」
。
弟
も
「
ま
ず
い
」
と
言
っ
て
い

た
（
笑
）
。
で
も
、
こ
の
体
験
も
楽
し
か
っ
た

か
ら
、
こ
れ
は
こ
れ
で
、
い
い
体
験
に
な
っ

た
よ
。
今
回
も
満
足
満
足
！！（
G
）

プ
チ
京
都

　

僕
は
京
都
へ
の
プ
チ
旅
行
を
楽
し
み
に

し
て
い
る
。
バ
ス
の
中
で
お
腹
い
っ
ぱ
い

食
べ
る
お
菓
子
も
楽
し
み
の
1
つ
な
の

だ
。
今
年
は
弟
が
七
五
三
な
の
で
、
お
参

り
も
か
ね
て
出
掛
け
た
。
当
日
は
プ
チ
旅

行
に
は
い
い
日
だ
っ
た
。
秋
晴
れ
だ
。
ま

ず
は
八
坂
神
社
へ
。
ま
ぁ
、
い
つ
も
ち
ゃ

ら
け
て
い
る
弟
も
、
こ
の
日
は
お
参
り
と

い
う
こ
と
で
少
し
緊
張
ぎ
み
の
よ
う
だ
。

こ
う
い
う
緊
張
感
も
い
い
も
の
だ
。
八
坂

神
社
の
神
さ
ま
の
前
で
は
、
こ
れ
ま
で
の

成
長
の
感
謝
と
こ
れ
か
ら
の
無
事
を
祈

り
、
弟
は
真
剣
そ
の
も
の
だ
。

　

そ
し
て
、
僕
は
お
参
り
を
し
た
ら
必
ず

御
朱
印
を
い
た
だ
い
て
い
る
。
こ
の
御
朱

印
集
め
は
僕
の
趣
味
と
な
っ
て
い
る
。
神

竜
渕
に
潜
み
雲
ま
で
形
変
え 

吉
田
ひ
ろ
し

七
五
三
飴
の
袋
が
歩
き
来
る 

斉
藤
　
浩
美

風
が
風
追
っ
て
行
き
け
り
芒
原 

加
藤
　
久
子

銃
と
罠
禁
止
の
告
示
鼬い

た
ち

轢
く 

蟹
江
　
永
了

た
く
ま
し
く
な
っ
た
兄
嫁
大
根
引
く 

細
井
か
ね
子

身
に
入し

む
や
被
災
地
に
降
る
無
情
雨 

杉
江
　
民
子

指
揮
棒
を
高
く
掲
げ
て
運
動
会 

谷
川
と
志
江

百
山
を
ま
っ
赤
に
染
め
て
秋
進
む 

塚
本
　
千
鶴

木
枯
の
窯
場
吹
き
抜
け
伊
勢
の
海 

池
田
ユ
タ
カ

柿
紅
葉
大
壺
見
上
ぐ
陶
の
森 

長
坂
み
つ
ゑ

秋
澄
む
や
玄
関
ド
ア
の
き
し
む
音 

関
　
　
里
美

コ
ス
モ
ス
や
嬰
児
の
頬
に
揺
れ
る
と
も 

久
田
　
笙
子

カ
サ
カ
サ
と
追
い
か
け
て
来
る
落
葉
か
な 

山
下
み
ど
り

老
老
の
無
言
で
巡
る
秋
遍
路 

竹
内
三
千
彦

風
に
舞
う
桐
の
一
葉
の
裏
表 

杉
山
　
和
美

小
春
日
や
猫
が
ね
こ
ろ
ぶ
草
の
上 

平
野
　
紀
江

農
作
業
釣
瓶
落
し
に
急
か
さ
る
る 

 

磯
村
美
耶
子

質
直
を
旨
と
し
て
生
き
竜
の
玉 

村
井
み
さ
を

首
里
城
焼
け
世
界
騒
然
令
和
秋 

中
尾
　
節
也

鈴
鹿
嶺
の
湯
の
里
恋
し
と
ろ
ろ
汁 

古
川
　
義
高

習
い
事
い
く
つ
も
あ
り
て
文
化
の
日 

古
川
三
惠
子

炊
き
馴
れ
ぬ
松
茸
飯
や
味
不
評 

江
端
　
久
恵

秋
深
く
ベ
ス
ト
エ
イ
ト
に
桜
咲
く 

清
水
ド
ラ
吉

星
月
夜
ほ
の
か
に
照
ら
す
無
人
駅 

杉
江
　
タ
エ

嵐
来
る
取
り
込
む
鉢
に
ト
カ
ゲ
の
子 

中
村
　
照
代

冬
隣
り
白
波
映
え
る
紺
の
海 

林
　
　
京
子

沖
縄
の
シ
ン
ボ
ル
焼
け
る
秋
淋
し 

中
山
　
洋
子

秋
桜
の
群
れ
咲
く
畑
に
お
得
感 

浦
崎
ひ
と
み

柿
の
実
の
日
ご
と
色
づ
く
夕
茜 

山
中
　
博
子

蓑
虫
の
住
み
か
と
な
り
て
五
葉
松 

竹
内
　
佳
香

お
で
ん
種
卵
子
大
根
さ
つ
ま
揚
げ 

中
村
　
洋
子

　
先
端
の
師
崎
か
ら
は
結
構

見
え
た
。何
度
見
て
も
感
動
し

た
も
の
で
し
た
。

　

武
豊
で
一
番
高
い
警
固
山

（
83.

5
ｍ)

の
登
り
道
か
ら
よ

く
晴
れ
た
日
に
は
、視
界
の
左

端
に
乗
鞍
、御
嶽
、右
方
向
に

目
を
移
し
て
い
く
と
木
曽
駒
、

空
木
な
ど
中
央
ア
ル
プ
ス
、さ

ら
に
は
南
ア
ル
プ
ス
の
赤
石
、

輝
く
よ
う
に
真
っ
白
で
目
を
引

く
聖
岳（
3,
0
1
3
ｍ
）が
見

え
る
。地
図
に
よ
る
と
更
に
そ

の
右
方
向
に
富
士
山
が
見
え

る
は
ず
な
の
だ
が
…
。

　

富
士
山
か
ら
見
え
る
場
所

を
ピ
ン
ク
で
示
し
た『
可
視
マ
ッ

プ
』が
ネ
ッ
ト
で
見
れ
る
。以
前

か
ら
同
じ
地
図
ソ
フ
ト
を
使
っ

て
お
り
、そ
れ
を
使
っ
て
逆
に
こ

ち
ら
か
ら
富
士
山
が
ど
う
見

え
る
か
描
画
さ
せ
て
み
た
。時

志
観
音
一
帯
、布
土
北
部
の
一

部
、武
豊
で
は
北
小
松
谷
の
北

西
部
の
常
滑
市
と
の
境
あ
た
り

の
一
部
、そ
れ
と
本
宮
山
で
は

な
く
高
砂
山
か
ら
見
え
る
こ
と

が
分
か
っ
た
。が
…
、見
え
る
と

い
っ
て
も
山
頂
の
ほ
ん
の

少
し
の
部
分
の
み
。

　

吉
田
初
三
郎
の
知
多
半

島
遊
覧
の
鳥
瞰
図
に
は
富

士
山
が
描
か
れ
て
い
る
。な

ら
ば
、富
士
山
を
見
る
に

は
ど
れ
く
ら
い
高
く
昇
る

の
か
…
、地
図
ソ
フ
ト
で
い

ろ
い
ろ
試
し
た
。そ
の
結

果
、警
固
山
に
1
1
0
ｍ

の
展
望
台
を
作
れ
ば
富
士

山
の
9
号
５
勺
ま
で
見
ら

れ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
そ
の
ソ
フ
ト
で
展

望
台
か
ら
の
眺
め
を

360
度
カ

メ
ラ
設
定
で
描
画
さ
せ
る
と
、

く
っ
き
り
と
富
士
山
、知
多
半

島
全
体
、渥
美
半
島
、太
平
洋
、

伊
勢
神
宮
方
面
、鈴
鹿
の
山
々
、

遥
か
遠
く
に
北
ア
ル
プ
ス
、そ

し
て
中
央
ア
ル
プ
ス
と
南
ア
ル

プ
ス
、の
パ
ノ
ラ
マ
画
が
。ソ
フ

ト
で
は
描
か
れ
な
い
が
セ
ン
ト

レ
ア
が
眼
下
に
見
え
る
は
ず
。

　

こ
れ
は
、近
郊
一
の
名
所
誕

生
で
あ
る
…
。妄
想
か
？
。で
も

見
た
い
も
の
だ
。

　
　
　
　  

伊
藤
　
明
德

知多の哲学散歩道
「梅原猛の思想③」

久 田 健 吉（哲学研究者）

Vol.18

サブタイトルに、「仏教に道徳思想の根源を見る梅原猛」を掲げておきました。

「はじめに」（p160 〜 p165）で、私は氏の思想を、
 日本道徳の土台を担った日本仏教。その根底には菩薩論の深化が 
 あるが、梅原はそれを通史において明らかにしたと紹介。（p164）
「第１講　日本仏教と道徳教育」（p165 〜 p172）で、私は氏の思想を、
 煩悩（我執）から人は苦しみ闘争をする。この闘争が増幅されて怨 
 念の塊となり、更に人々を苦しめる。これを克服する道は仏の知恵 
 を学び、慈悲の心で結ばれた共存の世界をつくる中でしか開かれ 
 ない。これが仏教の教え、菩薩道。菩薩となって共同しようと訴え 
 ていると紹介（p168）。仏教は、「大乗仏教」へと自らを深化させる中 
 で、自らを道徳として高めてきたというのが梅原仏教論。
「第２講　梅原猛の道徳論」（p172 〜 p181）で、私は氏の思想を、
 「道徳の根源は動物の子育ての中にあって」、人間もこの延長にある。 
 人間は「家族の無償の愛」において子育てをするが、この無償の愛 
 の中にこそ人間を共存させる慈悲の原理がある。人間はこれを道徳 
 として高め、「道徳社会」をつくってきたと紹介（p172・p173）。この 
 原理の上に立って、氏は仏教は慈悲の論理や不殺生、不妄語、 
 不偸盗などの戒を発展させてきたと言う。
「第３講　梅原猛の仏教理解」（p182 〜 p190）で、私は氏の思想を、
 「仏教とは仏になることと見つけたり」と言い、その心は「菩薩道」 
 にあって、慈悲の心で実践し慈悲の世界を実現していくのが菩薩道 
 としての仏教と説明していると紹介（p183）。更に氏は、十善戒や 
 六波羅蜜を取り上げて仏者の修行を語り、「四弘誓願」の誓いを紹介 
 する中で、仏教はこうすることによって「慈悲を実現する国民道徳と 
 なり、道徳を国民の中に育ててきた」と結論づけるのだった（p186）。
「第４講　梅原猛の日本仏教史」（p190 〜 p204）で、私は氏の思想を、
 日本仏教は、庶民を菩薩道に導くために自らを陶冶させてきたが、 
 その道は行基や空海による神仏習合と密教の思想において開かれ 
 てきたと言う。氏はこの上に立って、神仏習合の思想で自然の恵み 
 対する感謝の気もちを人々に興させ、密教（実践・成道）の思想に 
 おいて自ら菩薩道を実践していくのが仏教と説き、この思想こそが 
 衆生と共に歩む鎌倉仏教を準備したとの言を紹介（p190 〜 p197）。
「第５講　円空と梅原猛」（p204 〜 p214）で、私は氏の思想を、
 円空は、「私に神仏習合思想の深い秘密を教えてくれた哲学者であ 
 る」とまで言って、菩薩道の上に立って自由に発想する円空論を展 
 開していると紹介（p204）。円空の仏教理解は「庶民と共にあるの 
 が釈迦」であり、こうある自分を「歓喜する沙門こそ釈迦」。「釈迦とと 
 もに慈悲と宥和の世界」をつくっていくのが本当の仏者。この精神 
 において円空は仏者を「護法神」として彫像してきたと紹介。

　梅原さんの仏教論は、みんなが菩薩となっていい社会（仏国土）をつくっていこうと
いう菩薩論です。つまり道徳論。大切な思想です。受け継ぐ必要があります。氏が
逝去されたこの時機、今一度、梅原さんの仏教論を想起していただきたく思う次第です。

▼
常
滑
市
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

交
歓
大
会
・
十
四
日（
土
）

▼
小
学
生
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
大
会
・

十
五
日（
日
）

▼
愛
知
県
公
立
高
校
ソ
フ
ト
テ
ニ

ス
イ
ン
ド
ア
大
会
・
二
十
一
日（
土
）、

二
十
二
日（
日
）

▼
全
知
多
中
学
生
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

イ
ン
ド
ア
大
会
・
二
十
四
日（
火
）、

二
十
五
日（
水
）

▼
東
海
高
校
選
抜
常
滑
ソ
フ
ト
テ
ニ

ス
イ
ン
ド
ア
大
会
・
二
十
六
日（
木
）、

二
十
七
日（
金
）

◎
青
海
公
民
館

▼
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
活
動
展
示（
写
真
、

工
作
品
、手
づ
く
り
新
聞
）・
〜
十
五

日（
日
）　

午
前
九
時
〜
午
後
九
時
半

（
最
終
日
は
午
後
四
時
終
了
）　

無
料

◎
知
多
市
こ
ど
も
未
来
館

▼
工
作「
こ
ま
づ
く
り
」・
一
日（
日
）
〜

二
十
八
日（
土
）　

午
前
九
時
〜
午
後
四
時

半　

内
容　

こ
ま
を
作
っ
て
紙
皿
の
上
で
回

し
て
あ
そ
び
ま
す
。　

材
料
費　

一
個
百
円

▼
工
作「
カ
レ
ン
ダ
ー
Ⅰ
」・一
日（
日
）〜

二
十
八
日（
土
）　

午
前
九
時
〜
午
後
四

時
半　

内
容　

か
べ
に
か
け
る
時
計
型

の
日
変
わ
り
カ
レ
ン
ダ
ー
を
作
り
ま
す
。

　

材
料
費　

一
個
百
円

▼
工
作「
カ
レ
ン
ダ
ー
Ⅱ
」・
一
日（
日
）〜

二
十
八
日（
土
）　

午
前
九
時
〜
午
後
四

時
半　

内
容　

四
角
片
に
切
っ
た
木
に
数

字
を
書
い
て
、か
べ
か
け
カ
レ
ン
ダ
ー
を
作

り
ま
す
。　

材
料
費　

一
個
百
五
十
円

▼
工
作「
た
こ
A
」・一
日（
日
）〜
二
十
八

日（
土
）　

午
前
九
時
〜
午
後
四
時
半　

内
容　

カ
ラ
ー
ポ
リ
袋
に
絵
を
描
い
て
、

ぐ
に
ゃ
だ
こ
を
作
り
ま
す
。　

材
料
費　

一
個
百
二
十
円

▼
工
作「
た
こ
B（
カ
イ
ト
）」・一
日（
日
）

〜
二
十
八
日（
土
）　

午
前
九
時
〜
午
後

四
時
半　

内
容　

カ
ラ
ー
ポ
リ
袋
に
絵

を
描
い
て
、カ
イ
ト
だ
こ
を
作
り
ま
す
。

　

材
料
費　

一
個
百
五
十
円

▼
工
作「
え
と
か
ざ
り
」・
一
日（
日
）〜

二
十
八
日（
土
）　

午
前
九
時
〜
午
後
四

時
半　

内
容　

木
の
板
に
来
年
の
え
と

（
子
）を
作
り
飾
り
ま
す
。　

材
料
費　

一
個
百
八
十
円

▼
ク
リ
ス
マ
ス
の
か
ざ
り
・一
日（
日
）〜

二
十
二
日（
日
）　

午
前
九
時
〜
午
後
四

時
半　

内
容　

ク
リ
ス
マ
ス
の
飾
り
を

作
り
ま
す
。
①
ク
リ
ス
マ
ス
リ
ー
ス
②
ス

ワ
ッ
グ
③
お
花
の
バ
ケ
ツ　

②
・
③（
限

定
数
あ
り
）　

材
料
費　

一
個
①
四
百

円
②
二
百
五
十
円
③
百
円

▼
わ
ら
リ
ー
ス
・
二
十
六
日（
木
）〜

二
十
八
日（
土
）　

午
前
九
時
〜
午
後

四
時
半　
内
容　

わ
ら
を
な
っ
て
玄
関

に
飾
る
し
め
な
わ
を
作
り
ま
す
。　

材
料

費　

一
個
四
百
円

▼
ミ
ニ
か
ど
ま
つ
づ
く
り
・
二
十
六
日

（
木
）〜
二
十
八
日（
土
）　

午
前
九
時

〜
午
後
四
時
半　

内
容　

竹
・
松
・
梅
を

使
っ
て
、ミ
ニ
か
ど
ま
つ
を
作
り
ま
す
。　

材
料
費　

一
個
四
百
円（
限
定
三
十
個
）

◎
ギ
ャ
ラ
リ
ーCera

　（
常
滑
市
観
光
プ
ラ
ザ
内
）

▼
イ
ン
テ
リ
アW

eb2019

杉
江
明

美
・
〜
九
日（
月
）　

午
前
九
時
〜
午

後
五
時
半　

無
料

▼
常
滑
年
末
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
陶
展
・

二
十
一
日（
土
）〜
二
十
三
日（
月
）　

午
前
九
時
〜
午
後
五
時（
二
十
三
日

の
み
午
後
四
時
ま
で
）　

無
料

◎
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
こ
な
め

　（
常
滑
市
陶
磁
器
会
館
内
）

▼
笑
福
猫
舎
・
〜
十
七
日（
火
）　

午

前
九
時
〜
午
後
五
時　

無
料

▼
ギ
ャ
ラ
リ
ー
煙　

永
柳
光
生
・

十
九
日（
木
）〜
二
十
四
日（
火
）　

午

前
九
時
〜
午
後
五
時　

無
料

◎
小
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
こ
な
め

　（
常
滑
市
陶
磁
器
会
館
内
）

▼
器
展  

中
野
勝
旨
・
〜
十
日（
火
）　

午
前
九
時
〜
午
後
五
時　

無
料

▼
青
木
一
童
＃
21
・
十
二
日（
木
）〜

二
十
四
日（
火
）　

午
前
九
時
〜
午
後

五
時　

無
料

◎
常
滑
屋

▼「
た
み
こ
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
展
」・

〜
一
日（
日
）　

一
年
に
一
回
の
展

示
会
。
展
示
会
出
展
を
目
標
に
作

品
つ
く
り
に
励
ん
で
き
ま
し
た
。そ

れ
ぞ
れ
の
作
者
・
作
品
の
思
い
を
ぜ

ひ
感
じ
て
く
だ
さ
い
。

▼「
お
正
月
飾
り
」常
滑
屋
企
画
・

三
日（
火
）〜
二
十
五
日（
水
）　

今

年
の
終
わ
り
を
に
ぎ
や
か
に
飾
り

ま
す
。
乾
物
や
お
菓
子
、お
正
月
の

準
備
に
お
越
し
く
だ
さ
い
！！

◎
方
円
館

▼
藤
田
徳
太
陶
展
・
〜
四
日（
水
）

▼
石
水
窯　

稲
葉
安
信
陶
展
・
六
日

（
金
）〜
十
八
日（
水
）

▼
ア
ル
バ
ー
ト
・
サ
ス
ラ
展
・
二
十
日

（
金
）〜
令
和
二
年
一
月
八
日（
水
）

◎
武
豊
町
立
図
書
館

▼
想
い
を
伝
え
る
手
紙
展
示
・
三
日

（
火
）〜
二
十
七
日（
金
）

▼
絵
本
セ
ラ
ピ
ー
・
十
四
日（
土
）　

午

後
二
時
〜
同
三
時
半
、二
十
二
日（
日
）

　

午
前
十
時
半
〜
正
午　

定
員　

各

回
九
人（
中
学
生
以
上
）　

申
込
み
要

▼
ク
リ
ス
マ
ス
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
コ
ン
サ
ー

ト　

名
古
屋
芸
術
大
学Trio amy

・

十
五
日（
日
）　

午
後
二
時
〜
同
三
時

◎
武
豊
町
中
央
公
民
館

▼
パ
ソ
コ
ン
広
場
・
五
、十
二
、十
九

日
各（
木
）　

午
後
一
時
半
〜
同

四
時
半　

問
合
せ　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
知
多

ネ
ッ
ト　

☎
０
９
０-

８
４
２
２-

４
２
５
１（
鈴
木
）

▼
武
豊
町
秋
季
囲
碁
大
会
・
十
七
日（
火
）

▼
お
菓
子（
タ
ル
ト
）作
り
教
室
・

二
十
二
日（
日
）　

午
前
十
時
〜
正

午　

定
員　

十
二
名　

料
金　

二
千
三
百
円（
材
料
費
含
む
）

◎
武
豊
町
民
会
館

　

ゆ
め
た
ろ
う
プ
ラ
ザ

▼
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
制
作
講
座　

日

用
品de

ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
ム
！
・
八

日（
日
）　

午
後
一
時
半
〜
同
四
時
半

　

講
師　

中
野
キ
ミ
オ
さ
ん（
コ
マ
撮

り
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
）　

定
員　

十
二
名

（
小
学
三
年
生
以
上
）　

料
金　

二
百

円（
保
険
料
込
）　

▼
ゆ
め
プ
ラ
モ
ー
ニ
ン
グ
コ
ン
サ
ー
ト

　

夢
で
逢
い
ま
し
ょ
う
〜
う
た
ざ
ん
ま

い
コ
ン
サ
ー
ト
〜
・
十
八
日（
水
）　

開

演　

午
前
十
時
半　

料
金　

五
百
円　

※
完
売
し
ま
し
た

▼
石
膏
デ
ッ
サ
ン
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

教
室
・
十
九
日（
木
）〜
二
十
二
日（
日
）

　

各
午
後
六
時
半
〜
同
八
時
半　

定

員　

十
名（
小
学
五
年
生
以
上
）　

無
料

（
材
料
費
は
実
費
）　

四
日
間
連
続
講
座

▼
武
豊
町
民
劇
団TAKE TO YOU 

二
〇
一
九 

定
期
公
演 

伊
勢
湾
台
風

STORY

「
空
が
落
ち
て
き
た
日
。」・

二
十
一
日（
土
）　

①
午
後
一
時
半
開

演　

②
午
後
七
時
開
演　

③
二
十
二

日（
日
）　

午
後
一
時
半
開
演

◎
武
豊
町
総
合
体
育
館

▼
カ
ロ
ー
リ
ン
グ
体
験
教
室
・
七
日

（
土
）

▼
武
豊
町
民
ビ
ー
チ
ボ
ー
ル
大
会
・

八
日（
日
）

▼
武
豊
町
民
空
手
道
大
会
・
十
五

日（
日
）

◎
長
尾
児
童
館

▼
ク
リ
ス
マ
ス
会
・
一
日（
日
）　

午
後

一
時
半
〜
同
三
時　

申
込
要（
小
学
生
）

◎
く
す
の
き
児
童
館

▼
ク
リ
ス
マ
ス
会
・
一
日（
日
）　

午
後

一
時
半
〜
同
三
時　

申
込
要（
小
学
生
）

▼
ク
リ
ス
マ
ス
飾
り
を
作
ろ
う
・
十
五
日

（
日
）　

午
後
一
時
半
〜
同
三
時　

申
込
要

◎
お
お
あ
し
児
童
館

▼
ク
リ
ス
マ
ス
会
・
一
日（
日
）　

午
後

一
時
半
〜
同
三
時　

定
員　

三
十
名

（
小
学
生
）　

申
込
要

▼
将
棋
で
遊
ぼ
う
・
十
五
日（
日
）　

午

後
一
時
半
〜
同
三
時　

申
込
不
要　

※
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
中

▼
わ
ん
ぱ
く
ク
ラ
ブ
・
五
日（
木
）、

十
二
日（
木
）　

各
午
前
十
時
半
〜
同

十
一
時
半　

申
込
不
要

◎
富
貴
児
童
館

▼
ク
リ
ス
マ
ス
会
・
一
日（
日
）　

午
後
一
時
半
〜
同
四
時　

定
員　

三
十
名（
小
学
生
）　

申
込
要

▼
け
ん
玉
認
定
会
・
八
日（
日
）、

十
四
日（
土
）、
二
十
一
日（
土
）、

二
十
二
日（
日
）、二
十
四
日（
火
）、

二
十
六
日（
木
）、二
十
七
日（
金
）　

各
午
前
十
時
半
〜
同
十
一
時
半　

午
後
一
時
半
〜
同
四
時
半

◎
半
田
空
の
科
学
館

▼
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
プ
ラ
ネ
番
組「
天
体

の
も
の
さ
し
」ア
ロ
マ
の
香
り
に
包
ま

れ
な
が
ら
美
し
い
音
楽
と
と
も
に
楽

し
む
オ
リ
ジ
ナ
ル
ヒ
ー
リ
ン
グ
番
組
・

十
九
日（
木
）ま
で　

毎（
木
）午
後
二
時

半
〜　

対
象　

大
人
向
け　

観
覧
料　

三
才
〜
中
学
生　

百
十
円　

高
校
生
以

上　

二
百
二
十
円　
　

▼
Ｋ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム「
サ
ン

タ
は
来
る
か
な
？
ク
リ
ス
マ
ス
」み

ん
な
が
楽
し
み
に
し
て
い
る
季
節
が

や
っ
て
き
た
。
冬
の
星
空
を
一
緒
に

見
よ
う
！
・
毎
週（
日
）　

午
前
十
一
時

〜（
四
十
分
）　

対
象　

未
就
学
児
の

親
子　

観
覧
料　

三
歳
〜
中
学
生　

百
十
円　

高
校
生
以
上　

三
百
円　

▼
星
見
会「
星
の
赤
ち
ゃ
ん
た
ち
を
見

よ
う
」オ
リ
オ
ン
大
星
雲
や
す
ば
る
な

ど
若
い
星
を
メ
イ
ン
に
観
察
・
二
十
一

日（
土
）　

午
後
七
時
〜
同
八
時
半　

定

員　

六
十
名（
ど
な
た
で
も
要
予
約
・
先

着
順
）　

参
加
費　

三
歳
〜
中
学
生　

二
百
円　

高
校
生
以
上　

三
百
円

▼
秋
の
企
画
展「
体
験
！
ス
ト
ッ
プ

モ
ー
シ
ョ
ン
ア
ニ
メ
の
世
界
」プ
ラ
ネ

タ
リ
ウ
ム
番
組「
ご
ん
」で
実
際
に
使

わ
れ
た
美
術
作
品
の
展
示
・
ス
ト
ッ

プ
モ
ー
シ
ョ
ン
ア
ニ
メ
の
制
作
過
程

を
パ
ネ
ル
で
紹
介
・
自
分
で
絵
を
か

い
て
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
し
く
み
を

体
験
す
る 

な
ど
・
令
和
二
年
一
月
五

日（
日
）ま
で　

参
加
費　

無
料　

問

合
せ　

半
田
空
の
科
学
館　

☎
２３-

７
１
７
５

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

日
々
是
好
日
　
「
武
豊
か
ら
富
士
山
を
見
た
い
！！
」
　

【画像】 警固山110ｍ展望台(仮称）からの
富士山眺望　カシミールで作成
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來（1才1ヶ月）　常滑市村井佑
ゆ

衣
い

（3才）　武豊町


