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ひぃさま❀藤間勘萃 幻燈館
「鴨川の床涼み」動画を YouTubeでご覧いただけます。
QRコードを読み取っていただくか、「ひぃさま床涼み」で検索して下さい。

ひぃさま❀藤間勘萃の
ホームページはこちら

ひ
ぃ
さ
ま 

❀ 

藤
間
勘
萃

鴨
川
の
床
涼
み
～
六
月
～

NO.002
風
そ
よ
ぎ
、水
と
た
わ
む
る
、夏
の
夕
暮
れ

　

京
の
町
で
は
、五
月
の
初
め
か
ら
九
月
の
終
わ
り
ま
で
、水

辺
に
木
の
や
ぐ
ら
を
組
ん
で
、涼
を
と
る
習
慣
が
あ
る
。貴
船

や
鞍
馬
の
奥
座
敷
で
は「
川
床
」と
書
い
て「
か
わ
ど
こ
」と
呼
ぶ

が
、鴨
川
沿
い
は「
か
わ
ゆ
か
」と
呼
ん
で
い
る
。二
条
大
橋
よ

り
五
条
大
橋
の
辺
り
ま
で
、百
軒
を
数
え
る
お
店
の
床
が
鴨
川

沿
い
に
ず
ら
り
と
立
ち
並
ぶ
。畳
に
座
卓
の
設
え
も
あ
れ
ば
、

板
張
り
に
パ
ラ
ソ
ル
テ
ー
ブ
ル
の
設
え
も
あ
り
。川
床
め
ぐ
り

は
初
夏
の
京
都
の
楽
し
み
の
ひ
と
つ
だ
。

　

床
で
ご
は
ん
食
べ
を
し
な
が
ら
鴨
川
を
見
下
ろ
す
と
、目
に

映
る
の
は
川
べ
り
に
並
ん
で
座
る
恋
人
た
ち
。可
愛
ら
し
い
少

年
少
女
か
ら
熟
年
カ
ッ
プ
ル
ま
で
、も
の
の
見
事
に
等
間
隔
に

並
ん
で
い
る
光
景
は
、酔
客
さ
え
も
唸
ら
せ
る
。恋
の
神
様
の
物

差
し
に
よ
る
采
配
か
。

　

七
月
の
初
旬
、こ
の
川
床ゆ

か

で
舞
妓
さ
ん
を
あ
げ
て
宴
を
楽
し

む
の
が
、京
の
旦
那
衆
の
ス
テ
イ
タ
ス
。そ
の
後
は
必
ず
涼
し
い

室
内
で
次
の
お
席
を
設
え
て
あ
げ
る
。「
暑
か
っ
た
な
あ
、よ
う

よ
う
涼
み
や
。」京
の
旦
那
衆
は
な
ん
と
女
性
に
優
し
い
こ
と

か
。川
床
だ
け
に
、家
の
外
で
の
話
で
は
あ
る
が
。

ひぃさま （松
まつ

根
ね

裕
ひろ

美
み

）
京都生まれ、京都育ち。
学生時代は日英を問わず朗読や作文に多く携わる。高校時代、裏千家主催学校茶道体験論
文コンテストにて優秀賞受賞、第１８回裏千家ハワイセミナーに招待。京都私学ESS連盟主催
英語暗唱大会優勝、英語弁論大会優勝。大学時代、世界遺産「下鴨神社」で十二単王朝舞
を学び、名月管絃祭で舞を奉納。現在は京がたりの舞台活動に加え、一般社団法人きものカ
ラーコーディネーター協会認定講師として、きもの・色・ことばに関わる各種レッスンやコンサル
ティングを、名古屋を中心に各地で展開。きものカラーワークやセルフ和髪レッスンなど、地方
や海外からも生徒が訪れる人気講座を運営。
インスタグラム→ @hiromimatsune

藤
ふじ ま かん すい

間勘萃
１９５８年に名古屋で生まれて、１９７７年にデビュー。
日本舞踊家 (宗家 藤間流 名執)／楽師としてNHK「日曜美術館」や「花の舞・花の宴」、養老
孟司 (東京大学名誉教授)との「以心伝心・以身伝心」、久田舜一郎 (小鼓方 大倉流１５代
宗家)との「秋天の興」など放送や舞台に数多く携わる。作／編曲家として「世界デザイン博覧
会」テーマ館音楽、名古屋市芸術祭主催公演テーマ曲、関西二期会オペラ、合唱曲「弥陀観
音大勢至」(深井丸 興西寺所蔵)、「おとほぎ」(あいちオカリナ フェスタ テーマ曲)、音楽版「浄
土真宗 正信偈草四句目下」(光壽山 阿彌陀寺所蔵)などを手掛ける。名古屋音楽大学 音楽
学部 作曲学科卒業。日本福祉大学 社会福祉学部を経て、現在、 東海学園大学 教育学部
にて講師。 

よ
ん
ひ
ゃ
く
じ
の
き
ょ
う
が
た
り

〒475-0032  愛知県半田市潮干町１番地の２１
TEL 0569-29-2525（代）  FAX 0569-29-4500

1886（明治19）年創業。地域とともに138年。

ロゴマークが
変わりました
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長澤晶子のSPEED★COOKING!長澤晶子のSPEED★COOKING!料理
研究
家

ま
し
た
。

◇
二
年
生
に
な
っ
た
時
、先
生
の
お
話
を
本

気
に
し
て「
そ
れ
は
冗
談
よ
」と
言
う
と
、目

に
涙
を
浮
か
べ
て
怒
っ
て
い
ま
し
た
。こ
の

頃
は
、「
先
生
っ
た
ら
、お
も
し
ろ
い
の
よ
」

と
笑
い
な
が
ら
話
し
て
く
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。安
心
し
ま
し
た
。

◇
こ
の
間
は
ど
う
し
た
の
。朝
に
な
る
と

「
頭
が
痛
い
」と
言
い
出
し
て
学
校
を
休
ん

だ
の
。学
校
に
行
け
ば
、お
友
達
と
楽
し
く

遊
ん
で
い
る
じ
ゃ
な
い
の
…
。小
さ
い
時
か

ら
欲
し
い
も
の
が
あ
れ
ば
買
っ
て
も
ら
う
ま

で
駄
々
を
こ
ね
て
泣
い
て
い
た
ね
。こ
の
こ

と
を
卒
業
し
よ
う
ね
。

⑤
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
！？

◇「
７
時
だ
よ
」と
三
度
く
ら
い
起
こ
し
て

や
っ
と
布
団
か
ら
起
き
上
が
っ
て
忙
し
い
一

日
が
始
ま
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
。そ
れ

が
最
近
自
分
で
身
支
度
す
る
よ
う
に
な
っ

た
か
ら
楽
に
な
り
ま
し
た
。少
々
お
て
ん
ば

で
世
話
好
き
で
お
手
伝
い
も
し
て
く
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

◇
あ
る
日
、お
手
伝
い
を
三
人（
姉
妹
）で

決
め
る
と
言
っ
て
長
い
こ
と
掛
か
っ
て
決
め

ま
し
た
。「
洗
濯
物
を
入
れ
る
」「
布
団
を
敷

く
」「
玄
関
の
靴
を
そ
ろ
え
る
」の
三
つ
を
交

代
で
や
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。い
ろ
い

ろ
な
こ
と
が
あ
っ
た
け
ど
、こ
の
三
つ
だ
け

は
私
の
手
を
煩
わ
す
こ
と
な
く
や
っ
て
く
れ

て
い
ま
す
。何
か
一つ
の
こ
と
を
責
任
も
っ
て

や
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
年
で
し
た
。

◇
弟
が
小
さ
い
の
で
プ
ー
ル
や
海
に
連
れ

て
行
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ね
。で
も
、あ

な
た
は
夏
休
み
、学
校
の
プ
ー
ル
に
行
っ
て

一
人
で
泳
ぐ
練
習
を
し
て
い
た
ね
。毎
日
毎

日
、ま
っ
黒
に
な
っ
て
。プ
ー

ル
へ
行
っ
て
み
る
と
、水
に

顔
が
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た

あ
な
た
が
泳
い
で
い
る
で

は
あ
り
ま
せ
ん
か
。私
は
、

う
れ
し
く
な
り
、よ
く
頑

張
っ
た
ね
、え
ら
か
っ
た
ね

と
、心
の
中
で
褒
め
て
い
た

の
よ
。

「
ど
ろ
ん
こ
」た
ち
に
贈
る
言
葉
⑶

③
保
育
園
の
こ
ろ

◇
保
育
園
の
頃
は
な
ん
だ
か
弱
虫
そ
う
で

心
配
し
て
い
た
け
ど
、今
で
は
体
も
が
っ
し

り
し
て
頼
も
し
く
な
り
安
心
し
ま
し
た
。

◇
五
年
前
、保
育
園
に
入
っ
た
時
か
ら
毎

日
毎
日
泣
い
て
先
生
や
私
を
困
ら
せ
ま
し

た
。先
生
か
ら「
過
保
護
で
す
ね
」と
言
わ

れ
て
何
か
ら
何
ま
で
世
話
を
や
い
て
い
た

こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。そ
れ
か
ら
は
子

離
れ
を
し
よ
う
と
、な
る
べ
く
外
に
出
す
よ

う
に
努
力
し
ま
し
た
。

④
二
年
生
に
な
っ
て
不
安
だ
っ
た
こ
と

◇
近
隣
の
小
学
校
か
ら
転
校
し
ま
し
た
。

半
年
ぐ
ら
い
は
級
友
を
懐
か
し
ん
で
な
か

な
か
な
じ
め
ま
せ
ん
で
し
た
。秋
く
ら
い
か

ら
友
達
が
で
き
、よ
く
遊
ぶ
よ
う
に
な
り

こ
の
指ゆ

び

と
ま
れ 
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滑
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・

十
五
日（
土
）　

開
場　

午

後
三
時
十
五
分　

開
演　

同
四
時　

入
場
料　

全
席

指
定　

九
千
三
百
円　

問

合
せ　

常
滑
市
民
文
化
会

館　

☎
３５
―３
１
１
１

　
展
示
室

　
あ
な
た
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー

▼
常
滑
市
文
化
協
会 

評
議

員
総
会
並
び
に
表
彰
式
・

八
日（
土
）　

午
前
十
時
〜

同
十
一
時
半　

第
２
展
示

室　

問
合
せ　

常
滑
市
文

化
協
会
事
務
局　

☎
３５
―

２
９
２
０

▼
常
滑
地
区
伝
統
文
化 

い

け
ば
な
親
子
教
室
・
八
日

（
土
）　

午
前
九
時
半
〜

同
十
一
時　

第
１
練
習

室　

問
合
せ　

常
滑
地

区
伝
統
文
化 

い
け
ば
な

親
子
教
室　

☎
０
９
０
―

２
２
６
６
―８
３
６
６（
伊

藤
）

▼
文
化
協
会
・
文
化
会
館
協

働
事
業 

文
化
ふ
れ
あ
い
体

験
広
場
・
二
十
二
日（
土
）

　

午
後
一
時
半
〜　

第
１

展
示
室　

問
合
せ　

常
滑

市
文
化
協
会
事
務
局　

☎

３５
―２
９
２
０

◎
と
こ
な
め
陶
の
森
資
料
館

▼「
大
正
時
代
の
急
須
」展
・

開
催
中

◎
と
こ
な
め
陶
の
森

　
陶
芸
研
究
所

▼
常
設
展
示

◎
南
陵
公
民
館

▼
南
陵
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
作
品
展
・
四
日（
火
）〜

二
十
三
日（
日
）　

午
前
九

時
〜
午
後
九
時
半　

南
陵

ギ
ャ
ラ
リ
ー　

無
料

◎
常
滑
市
体
育
館

▼
常
滑
市
卓
球
団
体
戦
・一

日（
土
）

▼
前
田
杯
争
奪
知
多
地
方

中
学
校
卓
球
大
会
・
二
日

（
日
）

▼
ふ
る
さ
と
の
歌
・
踊
り

講
習
会
・
五
日
、十
九
日
各

（
水
）

▼
グ
ロ
ー
イ
ン
グ
カ
ッ
プ
中

学
生
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
・

八
日（
土
）

▼
知
多
地
区
高
校
生
２
級

審
判
講
習
会
・
九
日（
日
）

▼
愛
知
県
小
学
生
バ
ド
ミ

ン
ト
ン
大
会
・
十
五
日（
土
）

▼
常
滑
市
卓
球
選
手
権
大

会
・
十
六
日（
日
）

▼
常
滑
市
ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
教
室
交
歓
大
会
・

二
十
二
日（
土
）

◎
松
平
定
信

　

寛
政
の
改
革
を
推
進
し

た
松
平
定
信（
１
７
５
９
〜

１
８
２
９
）は
、実
に
興
味
深

い
人
物
で
し
た
。

　

私
は
、長
い
間
、断
続
的
に

松
平
定
信
の
こ
と
を
勉
強
し

て
き
ま
し
た
。松
平
定
信
が
、

谷
文ぶ

ん

晁ち
ょ
うや
北
斎
ら
と
組
ん
で

「
東
洲
斎
写
楽
」の
名
前
で
浮

世
絵
を
発
表
し
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
て
、彼
に
関
す
る

い
ろ
い
ろ
な
本
を
読
ん
で
き

た
の
で
す
。

　

２
０
１
０
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
松
平
定
信
の
生
涯
と
芸
術
』

（
ゆ
ま
に
書
房
）の「
は
じ
め

に
」に
お
い
て
、著
者
の
美
術

史
家
・
磯
崎
康
彦
は
、次
の
よ

う
に
書
き
ま
し
た
。

　
「
松
平
定
信
は
、政
治
・
経

済
の
分
野
の
み
な
ら
ず
、思

想
・
文
学
・
芸
術
な
ど
の
領
域

に
お
い
て
も
多
大
な
業
績
を

残
し
た
。し
た
が
っ
て
、定
信
の

全
体
像
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、

至
難
の
わ
ざ
で
あ
る
。今
日
、

研
究
分
野
が
細
分
化
さ
れ
、

定
信
は
、日
本
史
・
社
会
経
済

史
・
思
想
論
・
交
易
史
・
蘭
学
・

文
学
史
・
美
術
史
な
ど
の
分
野

か
ら
追
究
さ
れ
る
。と
は
い
う

も
の
の
、政
治
家
と
し
て
の
定

信
論
が
圧
倒
的
に
多
く
、な
か

で
も
田
沼
時
代
か
ら
寛
政
の

改
革
ま
で
の
政
治
・
経
済
・
農

政
・
貿
易
・
社
会
政
策
な
ど
の

問
題
に
つ
い
て
は
、か
な
り
の

論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
」

　

こ
れ
か
ら
私
が
問
題
と
す

る
の
は
、政
治
家
と
し
て
の
松

平
定
信
の
こ
と
で
は
な
く
、芸

術
の
分
野
で
彼
が
残
し
た
業

績
に
つ
い
て
で
す
。

　
「
写
楽
」に
関
す
る
私
の
推

測
は
、あ
く
ま
で「
私
の
個
人

的
な
楽
し
み
」か
ら
生
ま
れ
た

も
の
で
、確
た
る
論
拠
に
基
づ

い
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◎『
集
古
十
種
』の
刊
行

　

松
平
定
信
の
残
し
た
美
術

的
業
績
の
最
大
の
も
の
は
、寛

政
４
年
か
ら
構
想
さ
れ
、寛
政

１２
年
に
刊
行
さ
れ
た『
集
古
十

種
』で
す
。

　

松
平
定
信
は
、各
地
に
残
る

我
が
国
の
重
要
な
宝
を
ま
と

め
上
げ
よ
う
と
試
み
ま
し
た
。

寛
政
４
年
に
定
信
付
き
の
絵

師
に
な
っ
た
谷
文
晁
が
中
心

と
な
っ
て
全
国
の
美
術
品
の
調

査
や
模
写
が
開
始
さ
れ
ま
し

た
。寛
政
８
年
、谷
文
晁
は
、

定
信
の
命
に
よ
っ
て
京
都
に

行
き
、高
山
寺
で
鳥
羽
僧
正
の

「
鳥
獣
戯
画
」を
見
学
し
ま
し

た
。ま
た
大
徳
寺
に
行
き
、牧

谿
の「
観
音
・
猿
・
鶴
図
」な
ど

を
模
写
し
ま
し
た
。

　

こ
う
し
て
、長
年
の
調
査
や

採
録
や
模
写
を
経
て
、寛
政

１２
年（
１
８
０
０
）、『
集
古
十

種
』が
版
本
と
し
て
刊
行
さ
れ

ま
し
た
。全
部
で
８５
巻
か
ら
な

る
図
録
で
す
。「
十
種
」と
は
、

碑
銘
・
鐘
銘
・
兵
器
・
銅
器
・
楽

器
・
文
房
・
印
章
・
扁
額
・
書
・

図
の
１０
種
で
す
。

　

松
平
定
信
は
、古
い
美
術

に
対
し
て
強
い
興
味
を
持
ち
、

「
予
は
古
き
文
書
、
又
は
画

図
、古
図
、古
額
な
ど
写
し
お

く
こ
と
を
楽
し
む
」と
言
う
ほ

ど
、古
美
術
を
愛
し
て
い
ま
し

た
。

◎
庭
園
芸
術

　

松
平
定
信
は
、寛
政
か
ら

文
化
年
間
に
か
け
て
、江
戸
で

浴
恩
園
、六り

く

園え
ん

、海は
ま

荘や
し
きの
３
つ

の
庭
園
を
造
り
、白
河
藩
で
三

郭
四
園
と
南
湖
の
２
つ
の
庭

園
を
造
成
し
ま
し
た
。

　

寛
政
６
年
、白
河
へ
の
帰
藩

が
許
さ
れ
る
と
、白
河
城
内
に

三
郭
四
園
を
作
庭
し
ま
し
た
。

桜
花
・
紅
葉
・
秋
月
・
千
鳥
・
雪

景
な
ど
を
鑑
賞
で
き
る
、美
観

に
富
ん
だ
回
遊
式
庭
園
で
し

た
。定
信
は
、そ
の
庭
園
で
詩

歌
会
や
琴
・
碁
・
書
・
画
の
四
芸

会
を
催
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、松
平
定
信
は
、放
置

さ
れ
て
荒
れ
果
て
た
ま
ま
で

あ
っ
た
沼
地
を
１
年
か
け
て

庭
園
に
作
り
替
え
ま
し
た
。今

も
残
る
南
湖
で
す
。「
南
湖
」は

漢
名
で
、和
名
は「
関
の
湖
」と

称
し
ま
し
た
。周
囲
に
柵
を
設

け
ず
、「
士
民
と
共
に
楽
し
む
」

庭
園
と
し
ま
し
た
。

　

定
信
は
、南
湖
を
風
流
の
た

め
だ
け
に
使
い
ま
せ
ん
で
し

た
。常
に
海
防
問
題
を
考
え
て

い
た
松
平
定
信
は
、南
湖
を
海

に
見
立
て
て
、船
を
操
る
訓
練

を
さ
せ
た
り
、船
舶
技
術
を
学

ば
せ
た
り
し
ま
し
た
。

　

私
も
一
度
、南
湖
に
行
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。本
当
に
広

大
な
庭
園
で
、今
も
、南
湖
の

周
囲
を
歩
い
て
疲
れ
た
こ
と

を
は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
ま

す
。

◎「
東
洲
斎
写
楽
」

　

多
く
の
人
が「
写
楽
」の
謎

に
挑
戦
し
て
き
ま
し
た
。主
な

仮
説
を
紹
介
し
ま
す
。

⑴
能
役
者「
斎
藤
十
郎
兵
衛
」説

　

天
保
年
間
に
出
た『
浮
世

絵
類
考
』に「
写
楽
、俗
称
・
斎

藤
十
郎
兵
衛
。江
戸
八
丁
堀

に
住
す
。阿
波
侯
の
能
役
者
な

り
」と
記
述
さ
れ
た
。現
在
、最

も
有
力
な
説
で
あ
る
。

⑵
戯
作
者「
十
返
舎
一
九
」説

　

一
九
は
、寛
政
６
年
に
江
戸

に
来
て
、蔦
屋
重
三
郎
の
居
候

に
な
っ
た
。寛
政
８
年
に
自
作

自
画
の
黄
表
紙『
初
登
山
手

習
方
帖
』の
挿
絵
に
、「
東
洲
斎

写
楽
画
」の
落
款
が
あ
る
凧
絵

を
描
い
て
い
る
。

⑶
画
家「
司
馬
江
漢
」説

　

江
漢
は
い
つ
も
旅
を
し
て

い
た
の
に
、写
楽
の
活
動
期
間

だ
け
は
江
戸
を
出
て
い
な
か
っ

た
。役
者
絵
の
第
一
人
者
で

あ
っ
た
勝
川
春
章
の
死
後
、春

章
を
ま
ね
て
役
者
絵
を
描
い

た
。

⑷
版
元「
蔦
屋
重
三
郎
」説

　

写
楽
は
、蔦
屋
以
外
か
ら
は

一
枚
も
版
行
し
て
い
な
い
。蔦

屋
は
自
ら
戯
作
を
描
き
、自
作

の
挿
絵
も
描
い
た
。写
楽
は
彼

自
身
で
あ
り
、そ
の
秘
密
を
隠

す
た
め
に
正
体
を
明
か
そ
う

と
し
な
か
っ
た
。

　

そ
の
他
、
画
家
「
円
山
応

挙
」、画
家「
酒
井
抱
一
」、浮

世
絵
師「
葛
飾
北
斎
」、戯
作

者「
山さ

ん

東と
う

京
き
ょ
う

伝で
ん

」、浮
世
絵
師

「
歌
川
豊
国
」な
ど
数
多
く
の

仮
説
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

私
の
仮
説
は
こ
う
で
す
。

《
寛
政
５
年
７
月
に
老
中
を

解
任
さ
れ
た「
松
平
定
信
」と

お
抱
え
絵
師
の「
谷
文
晁
」の

二
人
が
中
心
に
な
り
、補
助
者

と
し
て
、前
期
に
は
北
斎
を
、

後
期
に
は
勝
川
春
英
を
選
ん

で
、協
力
し
て
役
者
絵
を
描
き
、

「
東
洲
斎
写
楽
」の
名
前
で
発

表
し
た
》

　

私
の
考
え
は
、俳
人
の
池
上

浩
山
人
が
昭
和
３７
年
に「
写
楽

の
憶
測
」と
題
し
て
発
表
し
た

も
の
と
同
じ
だ
と
思
わ
れ
ま

す
が
、残
念
な
が
ら
、私
は
彼

の
文
章
を
読
ん
で
い
ま
せ
ん
。

彼
の
説
は
、高
橋
克
彦
著『
写

楽
の
世
界
』に
次
の
よ
う
に
簡

単
に
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
南
北
画
派
を
築
い
た
谷
文

晁
は
、田
安
家
家
臣
の
漢
詩

人
・
谷
麓
谷
の
子
で
、田
安
家

の
生
ま
れ
で
あ
る
松
平
定
信

と
縁
が
あ
る
。文
晁
は
写し

ゃ

山ざ
ん

楼ろ
う

と
号
し
、定
信
は
楽ら

く

翁お
う

と
号
し

た
。二
人
の
号
を
合
わ
せ
て
写

楽
と
し
、定
信
の
財
力
を
も
っ

て
金
の
か
か
る
雲
母
摺
で
出

版
し
た
。ま
た
、文
晁
の
絵
と

写
楽
の
版
下
絵
の
筆
意
が
似

て
い
る
」

　

私
は
今
ま
で
に
３
点
の
松

平
定
信
の
絵（
実
物
で
は
な

く
、小
さ
な
写
真
版
）を
見
て

い
ま
す
。「
墨
竹
図
」は
平
凡
で

す
が
、３０
歳
の
頃
に
描
い
た
自

画
像
は
す
ぐ
れ
た
作
品
で
す
。

ま
た
中
年
の
頃
に
描
い
た
と

思
わ
れ
る「
関
羽
図
」は
生
き

生
き
と
し
た
傑
作
で
す
。こ
れ

だ
け
の
画
才
の
持
ち
主
な
ら
、

谷
文
晁
と
組
め
ば
、数
々
の
役

者
絵
の
傑
作
を
描
く
こ
と
も

可
能
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

写
楽
の
役
者
絵
は
、前
期
は

「
東
洲
斎
写
楽
画
」の
落
款
で

す
が
、後
期
は「
写
楽
画
」だ
け

に
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
こ
と

は
、北
斎
が
抜
け
た
こ
と
を
暗

示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。落

款
の
変
化
と
と
も
に
作
品
の

質
が
極
端
に
低
下
し
て
い
ま

す
。勝
川
春
英
に
代
わ
っ
た
か

ら
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

松
平
定
信
が
老
中
の
重
職

を
解
任
さ
れ
た
の
は
、寛
政
５

年
７
月
２３
日
で
し
た
。

　

写
楽
が
活
躍
し
た
の
は
、寛

政
６
年
５
月
か
ら
翌
年
の
１

月
ま
で
の
１０
ヵ
月
間
で
し
た
。

　

定
信
は
、歌
麿
の
浮
世
絵
の

無
類
の
素
晴
ら
し
さ
に
触
発

さ
れ
て
、有
力
な
仲
間
と
組
ん

で
自
ら
も
浮
世
絵
の
世
界
に

少
し
入
り
込
も
う
と
し
た
の

だ
ろ
う
、と
私
は
思
っ
て
い
ま

す
。

〈
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

杉 

本 

武 

之

私
の
出
会
っ
た
作
品
（96）

『関羽図（松平定信画）』

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

検索

東龍寺
墓地 大阪屋樹木葬常滑北常滑の町で

自然と共に眠る

常滑ホール 鬼崎ホール リビング常滑 リビング常滑北

作
り
方

鶏むねガーリックバターステーキ簡単!

材
料

肉は強火で焼くと固くなるので、皮面は中火で長めに焼き、身は短時間で焼くと肉は強火で焼くと固くなるので、皮面は中火で長めに焼き、身は短時間で焼くと
中ジューシーで柔らかく、皮パリのチキンステーキになります。中ジューシーで柔らかく、皮パリのチキンステーキになります。

①　Ⓐの皮面でない身のほうを、木の棒な
どでたたいて、肉の繊維を切っておく。

②　フッ素加工のフライパンを中火で温
め、①の皮目が下になるよう焼く（肉の
上に底面が平らな耐熱容器などの重し
をし焼くと皮がパリッと焼ける）。

③　②の肉の端から白い泡状のものがふ
くふく出て、皮面にこんがり焼き色がつ
いたら（約8割焼けている状態）ひっくり
返す。

④　③にⒷを軽く振り、Ⓒを入れ蓋をし2分
蒸し焼き。肉色が変わり、火が通れば一
度取り出す。

⑤　④のフライパンに残る汁とⒹⒺⒻを加
え火にかけ沸騰してきたら④を戻し、たれを全体にからめ火を切る。

⑥　⑤を食べやすい大きさにカットし皿に盛り、⑤のたれを添えⒼを散らした
ら出来上がり。

【4人分】

Ⓑ 塩コショウ...............................適宜
Ⓒ 水.............................................. 50cc

Ⓓ バター.........................20～30g
Ⓔ 醤油..............................大さじ4
Ⓕ にんにくペースト....お好みの量

Ⓐ 鶏むね肉................................ 600g
（余分な脂を取り除く、厚みを均一にする）

Ⓖ 黒コショウ（粗引き）....... 適宜
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Vol.45知多の哲学散歩道
「細井平洲の思想③」
久田健吉（哲学研究者）

管仲は言います。民に生活を保障すること、これこそが民をして統治者を信頼させる
道で、これ以外にないと。平洲の「藩主民の父母論」はこの管仲の思想に乗っかっていま
す。しかし先号で述べたように極めて人間的に。教育において導かなければならないと
言います。ということは平洲は管仲とは違って農民を人間として信頼していたということ
を意味します。私が平洲を儒教史上空前の思想家と言う理由の1つです。

「細井平洲先生旧里碑」には次の文言が記されています。「銘曰、混混霊泉、其源何在、
観仁之里、無不自励、嗟昔先生、携家家東」。現代語訳すれば、「先生を銘に刻して讃える。
先生の思想の湧き出てくる源泉はどこにあったか。この仁の里を見ればすぐ分かる。自
ずから民が仁に励む里になっているから。先生は若くして家族を携えて江戸に住み、そ
の思想を鍛えたのは、この民の仁の大切さを説くためであった」。

この現代語訳は自分ながらに名訳と思います。しかし自讃的です。本当にこの訳でい
いのか。いいのです。平洲は『嚶鳴館遺草』の中で、以下のように言っていますので。

人間の生命を立てるのは衣食です。この衣食の源泉は百姓の勤勉にある。だから農
民は国の根本。にもかかわらず代官の中には、農民の悪事をあげつらって苛めるだ
けの者もいる。これではいけない。上に立つ者も下で働く農民も相互に立ちいくよ
うにすること。これが肝心だ。搾り取るのでなく、農民を教え導くのでなければいけ
ない。仁愛の心でもって。

農民は善政を望んでいるのです。「仁之里（仁の里）」とは、不耕の土地なく農民が元
気に子育てに育む農村のことです。平洲は現東海市の荒尾村の「平島」に生まれました。
平洲はこの村を見て、これこそが「仁の里」と思ったのです。善政の尾張藩だからこそこ
れができた。平洲はこれを理論づけるために、儒教を学び嚶鳴館を起こしたのです。

ちなみに旧里碑は神明社の境内にあって、細井平洲記念館の北上方にあります。また
尾張藩の善政は年貢を四公六民にし、搾り取るだけの藩政でなく農民を豊かにすること
を心がけました。他藩の多くは六公四民でした。だからこそ農民出の平洲も儒教を学ぶ
ことができたのです。生活に余裕ができて。

平洲が学んだ寺子屋観音寺の住職義観和尚は、「衆の誠」が藩を支える土台と説きま
した。平洲はその通りと思います。「どうだ平洲、お前は頭も良い。儒教を学んで、尾張藩
の善政を世に広めてほしい。農民苛めの政治では、安定したこの幕藩体制の政治は崩
れてしまう。儒教には仁義王道論が説かれ、賢君の思想が説かれているぞ」と。

しかしこの義観和尚については『嚶鳴館遺草』に出て来ますが、「衆の誠」の語は出て
来ません。平洲が書き留めた『小語』に出て来るだけです。しかし私は人間平洲の立場に
立てば、「衆の誠」と「仁の里」はセットになる語と思います。「衆の誠」、つまり「民の誠」こ
そが「仁の里」をつくるのですから。

さて、平洲の思想には経世済民の思想が説かれていると言われますが、当然でしょう。
それを求めて儒教を学んだのですから。論争にあけくれる学派には目もくれず、儒教の
仁義王道論を求める中西淡淵に師事し、彼の弟子たちとともに確立した「藩主民の父母
論」こそ、経世済民を可能にした思想と私は思いますので。

封建制を、搾り取るだけの封建制から農民を主人公にした農政の封建制にしたこと、
このことを指して、私は平洲を儒教史上空前の思想家と評します。 

※5月号の『嚶鳴館遺稿』→正しくは『嚶鳴館遺草』に訂正しお詫びいたします。

　

昨
年
、自
動
車
運
転
免

許
証
の
返
納
に
警
察
署
へ

出
掛
け
た
。

　

ワ
イ
フ
は
「
何
度
も
認

知
症
テ
ス
ト
を
受
け
る
の

は
嫌
だ
も
ん
ね
」と
、さ
も

同
情
し
た
か
の
よ
う
に
言

う
。が
真
実
は
我
が
家
に

一
台
し
か
無
い
マ
イ
カ
ー

を
彼
女
が
独
占
す
る
が
為

だ
（
？
）。し
た
が
っ
て
私

は
、ペ
ー
パ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー

に
な
る
事
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。

　

警
察
署
へ
行
く
と
何

人
か
の
お
ま
わ
り
さ
ん
に

「
あ
り
が
と
う
」
と
お
礼

を
言
わ
れ
た
。そ
の
上
、お

礼
品
と
し
て
テ
ィ
ッ
シ
ュ

と
入
浴
剤
ま
で
い
た
だ
い

た
。

　

お
ま
わ
り
さ
ん
に
お

礼
を
言
わ
れ
た
だ
け
で
な

く
、お
礼
の
品
ま
で
い
た

だ
い
た
の
は
人
生
初
の
出

来
事
で
あ
る（
笑
）。

　

そ
れ
ほ
ど
に
世
の
中
は

老
人
に
運
転
を
や
め
て
も

ら
い
た
い
の
だ
ろ
う
か
？

と
ふ
と
思
う
。

　

明
く
る
日
、役
所
に
出

掛
け
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
バ

ス
の「
無
料
乗
車
券
」
を
い

た
だ
い
た
（
７０
歳
以
上
は

だ
れ
で
も
も
ら
え
る
と
の

事
）。さ
ら
に
バ
ス
の
最
寄

り
の
停
留
所
ま
で
行
け
る

接
続
タ
ク
シ
ー
ま
で
あ
る

と
の
事
…
…
。

　

だ
が
我
家
は
停
留
所
に

近
く
こ
れ
は
い
た
だ
け
な

か
っ
た
。

　

バ
ス
の
路
線
図
は
私
好

み
の
も
の
で
な
か
っ
た
。私

好
み
は
ど
う
し
て
も
駅
や

ス
ー
パ
ー
、役
所
に
直
ぐ

に
行
け
る
も
の
な
の
だ
が

…
…
。

　

し
か
し
、私
好
み
で
な

い
バ
ス
の
路
線
は
町
内
観

光
巡
り
に
は
最
も
向
い
て

い
る
も
の
だ
。

　

こ
の
路
線
は
私
に
は
到

底
、利
用
で
き
ず
、残
念
。

　

タ
ク
シ
ー
の
１
割
引
。

こ
れ
は
大
変
有
難
い
。い
つ

か
こ
の
先
に
役
立
つ
日
が

来
よ
う
。

森
山
康
光

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
　
「
運
転
免
許
証
の
返
納
」
　

▼
常
滑
市
マ
マ
さ
ん
バ
レ
ー

ボ
ー
ル
大
会
・
二
十
三
日

（
日
）

▼
常
滑
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
ビ
ー

チ
ボ
ー
ル
バ
レ
ー
大
会
・

三
十
日（
日
）

◎
知
多
市
こ
ど
も
未
来
館

午
前
九
時
〜
午
後
五
時
半

　

対
象　

ど
な
た
で
も

一
日（
土
）〜
七
月
三
十
一
日

（
水
）

▼
工
作「
お
し
ゃ
れ
グ
ッ
ズ

（
ぼ
う
し
）」　

内
容　

色

画
用
紙
な
ど
を
使
っ
て
カ
ラ

フ
ル
な
バ
ケ
ッ
ト
ハ
ッ
ト
ま

た
は
カ
ン
カ
ン
帽
を
作
り

ま
す
。　

一
個　

百
五
十
円

〜
三
十
日（
日
）

▼
工
作「
た
な
ば
た
Ⓐ
リ
ー

ス
・
Ⓑ
モ
ビ
ー
ル
」　

内
容

　

千
代
紙
や
紙
ロ
ー
プ
で

た
な
ば
た
か
ざ
り
を
作
り

ま
す
。　

一
個　

百
二
十
円

一
日（
土
）〜

▼
工
作「
空
気
で
っ
ぽ
う
」　

内
容　

糸
ま
き
と
風
船
を

組
み
合
わ
せ
て
空
気
が
出

る
て
っ
ぽ
う
を
作
り
ま
す
。

　

一
個　

百
二
十
円

七
月
七
日（
日
）

▼
フ
ァ
ミ
リ
ー
劇
場「
新
沢

と
し
ひ
こ
＆
山
野
さ
と
子

に
よ
る『
世
界
中
の
こ
ど
も

た
ち
に
』」　

二
回
公
演　

［
午
前
の
部
］
午
前
十
時

〜　

内
容　

ふ
ぁ
み
り
ー

コ
ン
サ
ー
ト
（
フ
ァ
ミ

リ
ー
向
け
）　

入
場
料　

大
人（
十
八
歳
以
上
）　

千
五
百
円　

こ
ど
も（
二
歳

以
上
）　

五
百
円

［
午
後
の
部
］午
後
一
時
半

〜　

内
容　

は
っ
ぴ
ぃ
ラ
イ

ブ（
大
人
向
け
セ
ミ
ナ
ー
）

　

入
場
料　

大
人（
十
八

歳
以
上
）　

二
千
五
百
円

全
自
由
席　

チ
ケ
ッ
ト
は

こ
ど
も
未
来
館
に
て
一
日

（
土
）よ
り
販
売　

※
電
話

予
約
不
可

●
同
時
開
催
「
プ
チ
マ
ル

シ
ェ
」　

キ
ッ
チ
ン
カ
ー
の

出
店
が
あ
り
ま
す

●
同
時
開
催「
ま
ち
か
ど
コ

ン
サ
ー
ト
」

※
自
宅
製
作
用
キ
ッ
ト
あ

り
ま
す
。

※
工
作
の
内
容
・
時
間
区
分

が
変
わ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。そ
の
他
の
工
作
・
催
し

等
は
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参

照
く
だ
さ
い
。

◎
ギ
ャ
ラ
リ
ーCera

　（
常
滑
市
観
光
プ
ラ
ザ
内
）

▼
あ
ら
き
ゆ
う
こ 

陶
展
・
〜

三
日（
月
）　

午
前
九
時
〜

午
後
五
時
半　

無
料

▼
二
宮
祐
子 

染
展
・
二
十
一

日（
金
）〜
七
月
一
日（
月
）

　

午
前
九
時
〜
午
後
五
時

半　

無
料

◎
武
豊
町
立
図
書
館

▼
探
検
！
閉
架
書
庫
・
八
日

（
土
）　

①
午
前
十
時
〜

同
十
時
四
十
五
分　

②

午
前
十
一
時
〜
同
十
一
時

四
十
五
分　

対
象　

ど
な

た
で
も　

※
未
就
学
児
は

保
護
者
同
伴　

定
員　

各

回
十
人　

申
込
要

▼
バ
リ
ア
フ
リ
ー
映
画
上

映
会「
じ
ん
じ
ん
」・
二
十
二

日（
土
）　

午
前
九
時
半

開
演　

定
員　

百
八
十
人

（
座
席
指
定
）　

対
象　

ど
な
た
で
も　

申
込
要

◎
武
豊
中
央
公
民
館

▼
和
太
鼓
で
元
気
に
な
ろ

う
・
十
二
日（
水
）　

午
前

十
時
〜
同
十
一
時
半　

講

師　

鳥
居
侑
平
さ
ん（
和
太

鼓
奏
者
）　

対
象　

一
般　

定
員　

十
六
名　

料
金　

七
百
円（
バ
チ
レ
ン
タ
ル
料

等
含
む
）　

申
込
要

▼
リ
ボ
ン
か
ご
を
つ
く
ろ
う

（
初
心
者
向
け
）・
二
十
日

（
木
）　

午
前
九
時
半
〜

正
午　

講
師　

武
豊
町
消

費
生
活
研
究
会　

定
員

　

十
人　

料
金　

二
百
円

（
材
料
費
の
み
）　

申
込
要

◎
武
豊
町
民
会
館

　
ゆ
め
た
ろ
う
プ
ラ
ザ

▼
武
豊
町
子
ど
も
舞
台
芸

術
企
画
体
験
事
業
ゆ
め
っ

ぴ
企
画
第
十
九
弾 

ふ
わ

ふ
わ
サ
ー
カ
ス『
ユ
ニ
コ
ー

ン
く
ん
と
夢
の
世
界
の
大

冒
険
』・
①
八
日（
土
）　

午

後
二
時
半
開
演　

②
九
日

（
日
）　

午
前
十
一
時
開
演

　

前
売　

大
人　

二
千
円

　

子
ど
も（
三
歳
〜
小
学

生
）　

千
二
百
円　

全
席

自
由

▼
ゆ
め
プ
ラ
サ
ロ
ン
コ
ン

サ
ー
ト
２
０
２
４ V

o
l3

 

馥
郁
た
る
調
べ 

木
管
の
深

い
響
き
に
包
ま
れ
て
・
十
五

日（
土
）　

午
後
三
時
開
演

　

前
売　

一
般　

二
千
円

　

二
十
五
歳
以
下　

千
円

　

全
席
自
由　

未
就
学
児

入
場
不
可

▼5
0

th
 A

n
n

iversary 

宇

崎
竜
童
弾
き
語
りL

IV
E 

2
0

2
4

 JU
S

T
 G

U
IT

A
R

 
J

U
S

T
 V

O
C

A
L

・
三
十

日
（
日
）　

午
後
五
時

開
演　

前
売　

一
般　

六
千
五
百
円　

ゆ
め
プ

ラ
メ
イ
ト　

六
千
円　

二
十
五
歳
以
下　

二
千
円

　

全
席
指
定　

未
就
学
児

入
場
不
可

▼
芸
術
と
科
学
の
ハ
ー
モ

ニ
ー
事
業
２
０
２
４ 

話
し

方
講
座 

声
・
滑
舌
編
・
十
六

日（
日
）　

午
前
十
時
〜
午

後
〇
時
半　

定
員　

十
六

名　

対
象　

中
学
生
以
上

　

参
加
費　

無
料　

持
ち

物　

飲
み
物
、筆
記
用
具　

申
込
要

◎
長
尾
児
童
館

▼
ア
ロ
マ
ポ
ッ
ト
を
作
ろ

う
・
二
日（
日
）　

午
後
二

時
〜
同
四
時　

申
込
不
要

▼
ゲ
ー
ム
ラ
リ
ー
を
し
よ

う
・
十
五
日（
土
）、十
六
日

（
日
）　

各
①
午
前
十
時

半
〜
同
十
一
時
半　

②
午

後
二
時
〜
同
四
時　

申
込

不
要

◎
く
す
の
き
児
童
館

▼
ク
ラ
フ
ト
バ
ン
ド
で
作
ろ

う
・
十
五
日（
土
）　

午
後
一

時
半
〜
同
二
時
半　

申
込

要▼
わ
ん
ぱ
く
ク
ラ
ブ
・
六
日

（
木
）、二
十
日（
木
）　

各

午
前
十
一
時
〜
同
十
一
時

半　

申
込
要

◎
お
お
あ
し
児
童
館

▼
ゆ
る
ス
ポ
ー
ツ
を
し
よ

う
・
九
日（
日
）　

午
後
二

時
半
〜
同
三
時
半　

申
込

不
要

▼
実
験
あ
そ
び
を
し
よ
う
・

二
十
三
日（
日
）　

午
後
二

時
〜
同
三
時　

申
込
要

▼
わ
ん
ぱ
く
ク
ラ
ブ
・
十
三

日
、二
十
七
日
各（
木
）　

各
午
前
十
一
時
〜
同
十
一

時
半　

申
込
要

◎
富
貴
児
童
館

▼
し
ゃ
ぼ
ん
玉
で
遊
ぼ
う
・

十
五
日（
土
）　

①
午
前
十

時
半
〜
同
十
一
時
半　

②

午
後
二
時
〜
同
三
時　

※

小
雨
決
行　

申
込
不
要

▼
け
ん
玉
認
定
会
・
二
十
三

日（
日
）　

午
前
十
時
半
〜

午
後
三
時　

申
込
不
要

◎
半
田
空
の
科
学
館

▼
春
の
企
画
展　

星
景
写

真
展「
星
の
風
景
」地
上
の

風
景
と
星
空
を
一
緒
に
撮

影
し
た
作
品
・
九
日（
日
）〜

七
月
十
五
日（
月
・
祝
）　

午
前
九
時
〜
午
後
五
時　

対
象　

ど
な
た
で
も　

参

加
費　

無
料　

共
催　

日

本
星
景
写
真
協
会

▼
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
・

二
十
二
日（
土
）　

午
後
二

時
〜
同
三
時
半

問
合
せ　

半
田
空
の
科
学

館　

☎
2３
―７
１
７
５

山
門
の
仁
王
鎮
ま
る
竹
の
秋　

 

谷
川
と
志
江

限
り
あ
る
命
の
連
鎖
花
は
葉
に　

 

関
　
　
里
美

人
生
に
美
学
あ
り
け
り
桜
散
る　

 

池
田
ユ
タ
カ

筍
の
ど
ん
と
置
か
れ
て
勝か

っ

手て

口ぐ
ち　

 

塚
本
　
千
鶴

柿
若
葉
雨
後
の
雫
の
輝
け
り　

 

細
井
か
ね
子

し
ょ
う
ぶ
湯
に
八
十
生
き
し
肩
し
ず
め　

 

桑
山
　
撫
子

こ
い
の
ぼ
り
さ
が
し
て
自
転
車
こ
い
で
い
る　

 

細
川
　
靜
代

雲
海
の
ご
と
き
桜
の
み
だ
れ
咲
き　

 

杉
江
　
タ
エ

春
筍
に
占
領
さ
れ
し
冷
蔵
庫　

 

大
津
く
に
よ

ド
ラ
ゴ
ン
ズ
毎
年
祈
る
春
の
夢　

 

清
水
ド
ラ
吉

子
供
の
日
芝
生
公
園
ち
ん
ど
ん
屋　

 

林
　
　
京
子

田
を
泳
ぐ
独
り
占
め
た
る
鯉
幟　

 

中
村
　
照
代

義
経
の
ゆ
か
り
の
桜
駒
つ
な
ぎ　

 

竹
内
　
一
穂

桜
の
木
思
い
出
と
一
緒
に
散
っ
て
い
く　

 

村
井
　
範
子

草
取
り
や
手
品
の
如
し
芽
生
え
け
り　

 

川
瀬
美
佐
子

松
の
芽
や
キ
ャ
ン
ド
ル
の
ご
と
薄
緑　

 

竹
内
　
佳
香

蔦
若
葉
土
壁
ぬ
り
替
え
輝
き
ぬ　

 

竹
内
や
す
子

贈
ら
れ
し
刷
毛
に
輪
島
の
風
薫
る　

 

飯
嶋
美
智
子

春
３
日
空
け
れ
ば
庭
の
様
変
り　

 

荒
川
　
達
雄

藤
の
花
吹
く
そ
よ
風
に
身
を
ま
か
せ　

 

豊
𠮷
　
義
夫

啓
蟄
や
眠
り
し
ま
ま
の
登
り
窯　

 

田
上
　
義
則

七
里
御
浜
鯉
大
群
空
お
よ
ぐ　

 

中
尾
　
節
也

春
眠
の
助
手
席
は
つ
と
し
て
醒
め
る　

 

古
川
　
義
高

ピ
ザ
釜
の
薪
の
香
こ
も
る
若
葉
雨　

 

山
下
み
ど
り

秘
め
事
を
ふ
ん
わ
り
包
む
大
牡
丹　

 

竹
内
三
千
彦

雨
上
が
り
超
低
空
の
つ
ば
く
ら
め　

 

磯
村
美
耶
子

歩
き
幅
半
寸
伸
ば
し
飛
花
落
花　

 

山
下
　
悠
児

風
の
香
に
灰
か
に
香
る
春
日
か
な　

 

山
下
　
敏
子

ば
あ
ち
ゃ
ん
の
シ
ワ
の
手
う
か
ぶ
桜
餅　

 

竹
内
あ
つ
子

風
薫
る
峠
の
茶
屋
の
小
座
布
団　

 

山
本
な
づ
な

筍
の
ご
ろ
り
と
寝
た
る
道
の
駅　

 

小
山
　
英
子

涸
れ
潮
に
朽
ち
し
竹
筒
穴
子
の
子　

 

槙
野
　
　
侃

ひ
げ
伸
び
て
老
ひ
ぬ
八
十
八
夜
寒
む　

 

坂
　
　
靖
久

初
夏
の
風
野
菜
育
ち
て
よ
し
と
言
う　

 

中
村
　
洋
子

ち
ゃ
ん
は
お
抹
茶
と
い
っ
し
ょ
に
桜
餅

を
食
べ
て
い
た
よ
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
お

し
ゃ
れ
だ
な
ぁ
。
私
は
、
む
ぎ
茶
と
い
っ

し
ょ
に
桜
餅
を
食
べ
た
よ
。
私
は
も
ち
も

ち
の
桜
餅
が
好
き
だ
な
ぁ
ー
。
ピ
ン
ク
の

桜
を
見
る
と
、
ど
う
し
て
も
桜
餅
が
食
べ

た
く
な
っ
ち
ゃ
う
よ
。
私
の
食
い
し
ん
坊

は
な
か
な
か
治
ら
な
い
な
ぁ
。

　

我
ら
が
リ
ー
ダ
ー
の
G
が
遠
足
で

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
行
く
ん

だ
っ
て
。高
校
生
の
遠
足
っ
て
、シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
セ
ン
タ
ー
な
の
か
な
ぁ
？
私
の
遠

足
は
お
弁
当
と
お
茶
を
も
っ
て
、
動
物
園

や
水
族
館
な
ん
だ
け
れ
ど
な
ぁ
。
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
で
何
を
す
る
ん
だ
ろ

う
？
洋
服
で
も
買
う
の
か
な
ぁ
。
そ
れ
と

も
ケ
ー
キ
で
も
買
う
の
か
な
ぁ
。
G
の
行

く
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
は
、
映
画
館

も
あ
っ
て
、
サ
ウ
ナ
も
あ
っ
て
、
バ
ー
ベ

キ
ュ
ー
も
あ
る
っ
て
言
う
ん
だ
よ
。
ど
こ

な
ん
だ
ろ
う
？
で
も
、
G
は
遠
足
に
そ
こ

に
は
行
き
た
く
な
ー
い
っ
て
、
言
っ
て
い

る
よ
。
だ
っ
て
、
い
つ
も
行
っ
て
い
る
と

こ
ろ
だ
も
ん
！！
と
、言
っ
て
た
（
笑
）（
笑
）

（
笑
）い
つ
も
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た

ら
、行
き
た
く
な
い
っ
か
！
や
っ
ぱ
り
、私

の
遠
足
の
方
が
ず
ー
っ
と
楽
し
い
な
ぁ
。

動
物
園
で
い
ろ
い
ろ
な
動
物
を
観
た
い

な
ぁ
。私
、毎
日
犬
の
お
世
話
を
し
て
い
る

の
。可
愛
い
よ
（
K
）

「
習
字
と
桜
餅
と
遠
足
」

　

５
月
が
始
ま
っ
た
よ
。
小
学
校
で
習

字
を
し
た
よ
。
私
の
名
前
の
漢
字
を
練

習
し
た
よ
。
自
分
の
名
前
の
漢
字
だ
か

ら
、
す
ご
く
す
ご
く
気
合
を
入
れ
て
丁

寧
に
書
い
た
よ
。
そ
の
中
の
１
枚
を
お

じ
い
ち
ゃ
ん
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
よ
。

お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
は
「
上
手
に
書
け
た

ね
」
と
褒
め
ら
れ
た
よ
。
お
じ
い
ち
ゃ

ん
は
私
の
作
品
を
い
つ
も
喜
ん
で
受

け
取
っ
て
く
れ
る
よ
。
パ
パ
は
小
学
生

の
時
、
習
字
を
習
っ
て
い
た
よ
う
で
、

私
よ
り
上
手
に
字
を
書
く
よ
。
ま
だ
ま

だ
、
私
は
パ
パ
の
よ
う
に
、
上
手
に
書

く
こ
と
は
出
来
な
い
な
ぁ
。

　

桜
の
花
を
観
察
し
た
よ
。
桜
の
葉
も

観
察
し
た
よ
。
桜
の
葉
っ
ぱ
は
桜
餅
に

付
い
て
い
る
か
ら
、
食
べ
た
こ
と
あ
る

よ
。
桜
餅
は
美
味
し
か
っ
た
よ
。
で
も
、

葉
っ
ぱ
は
美
味
し
く
な
か
っ
た
よ
。
大

人
の
味
だ
な
ぁ
ー
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は

葉
っ
ぱ
も
食
べ
て
い
た
よ
。
お
ば
あ
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訪問集金でお支払いの購読者の皆様へ

口座自動振替払いに
切り替えませんか？

◎毎月決まった日に引き落とされるから
　お金の管理がラク！
◎忙しい時間に手間を取らない！
◎不要な対面を避けられる！

メリットたくさん！

お支払いが
ラクラク
あんしん！
お支払いが
ラクラク
あんしん！

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

・JAバンク・三菱UFJ銀行
・ゆうちょ銀行・半田信用金庫
・知多信用金庫

ご利用可能な
金融機関

新聞ちぎり絵は新聞
のカラー紙面を使い、
指でちぎって貼りつけ
て絵を描くものです。

10種のオリジナル
下絵を収録した
ポストカードブックも発売中！

300円（税込）1冊

新聞ちぎり絵

中日春秋書き写し・新聞ちぎり絵
始めませんか？

 0569-72-0356武豊店 0569-35-2861常滑店お求めは
あかい新聞店まで

「書き写す」だけで、
読解力・語彙力・集
中力・注意力がアッ
プします。

中日春秋書き写し
専用ノート発売中！

143円（税込）1冊（1ヶ月分）

知らない言葉や
漢字を辞書で調べて
書きましょう

中日春秋書き写し

松島綺
あやせ

世（4才）　尾張旭市

現地

物件案内❶ 定期借地

［物件の所在地］常滑市飛香台
［交通機関］名鉄常滑線 常滑駅 徒歩29分
［地積］公簿 723.18㎡
［地目］宅地
［用途地域］第１種住居地域
［建ぺい率］６０%
［容積率］２００%
［接道幅員］西側 約13.0m
［現況］更地
［備考］定期借地物件

詳細地図219坪土地 約

物件案内❷ 定期借地

［物件の所在地］知多郡武豊町字砂川
［交通機関］名鉄河和線 上ゲ駅 徒歩16分
［地積］公簿 1,041.19㎡
［地目］宅地
［用途地域］近隣商業地域
［建ぺい率］８０%
［容積率］２００%
［接道幅員］西側 約21.0m
［現況］更地
［備考］定期借地物件

詳細地図316坪土地 約

現地

おすすめ

TEL.0569-35-2861常滑あかい新聞店お問合せは
こちら

ポストに
新聞を
いれるだけの
お仕事

朝刊
配達
スタッフ

自転車またはバイクで新聞の配達を
するお仕事です。毎日同じところに配
達していただくので、どなたでも簡単
にできます。未経験者大歓迎！親切丁
寧にお教えします。

簡単な業務で健康に！

勤務内容

［勤務時間］ AM3：00～AM6：00内で
 ご希望の1.5時間程度
［勤務日数］ 週2日～
［ 給 与 ］ 30,000～70,000円

武豊 0569 (72)0356
常滑 0569 (35)2861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

スマホからの
お問合せは
コチラ！


