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東
日
本
大
震
災
に
よ
り

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

被
災
さ
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た
皆
様
へ
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心
よ
り
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上
げ
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日
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お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

今
日
は
朝
か
ら
雨
が
降
っ

て
お
り
、
出
に
く
か
っ
た

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

と
思
い
ま
す
が
出
席
し
て

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

頂
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

今
年
は
給
食
の
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
の
対
応
の
事
で
、
新

聞
や
ニ
ュ
ー
ス
等
で
話
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
私
達
全

国
学
校
調
理
師
連
合
会
の
方
に
も
『
教
職
研
修
』
月
刊
誌

か
ら
特
集
「
給
食
の
ア
レ
ル
ギ
ー
事
故
に
ど
う
備
え
、
対

応
す
る
か
」
で
調
理
師
会
と
し
て
事
故
防
止
の
為
に
学
校

へ
の
要
望
に
つ
い
て
執
筆
依
頼
が
来
ま
し
た
。
会
員
の
意

見
を
聞
き
ま
と
め
て
提
出
い
た
し
ま
し
た
。
6
月
の
特
集

で
出
版
さ
れ
ま
す
。
調
理
師
会
と
栄
養
士
会
の
2
か
所
を

聞
い
て
載
せ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
学
識
経
験

者
・
専
門
職
の
大
学
の
先
生
等
の
意
見
も
載
る
と
思
い
ま

す
が
、
会
の
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
と
し
て
は
、
学
校
だ
け
で

な
く
施
設
も
含
め
ア
レ
ル
ギ
ー
食
の
専
用
調
理
室
の
設

置
で
す
。
出
来
る
だ
け
乾
燥
機
も
別
が
理
想
で
あ
る
・
そ

れ
に
伴
い
専
用
の
人
を
増
や
し
て
ほ
し
い
・
食
器
等
も
分

か
り
や
す
く
別
の
食
器
に
変
え
て
も
ら
う
等
、
そ
う
い
っ

た
様
々
な
事
を
要
望
し
て
書
き
ま
し
た
。

平
成
24
年
3
月
「
日
本
の
食
文
化
」
で
世
界
無
形
文
化
遺

産
登
録
を
ユ
ネ
ス
コ
に
提
出
し
ま
し
た
。
そ
の
事
前
説
明
会

に
参
加
し
ま
し
た
。
最
初
は
京
都
の
懐
石
料
理
を
中
心
に
と

言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
も
っ
と
色
ん
な
人
に
根
付
い
て
い

る
料
理
が
良
い
。
と
い
う
事
で
和
食
・
行
事
食
・
伝
統
食
そ

う
い
っ
た
も
の
を
ひ
っ
く
る
め
た
日
本
の
食
文
化
を
、
世
界

遺
産
に
ど
う
か
と
検
討
さ
れ
ま
し
た
。
学
校
現
場
・
施
設
で

給
食
を
作
っ
て
い
る
私
達
は
、
全
部
行
事
食
・
伝
統
食
も
作

っ
て
い
ま
す
ね
。
今
日
本
国
民
が
食
べ
て
い
る
、
日
常
食
・

郷
土
食
・
伝
統
食
等
ひ
っ
く
る
め
て
「
日
本
食
文
化
」
と
い

う
事
で
ユ
ネ
ス
コ
に
提
出
し
ま
し
た
。

そ
う
い
う
状
況
の
中
、
安
心
・
安
全
は
勿
論
重
視
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
今
、
私
達
に

求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
食
文
化
の
継
承
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

そ
こ
で
私
達
、
食
を
担
当
す
る
調
理
師
が
ど
の
よ
う
な

形
で
社
会
的
な
責
任
を
担
っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
と
い

う
事
に
な
る
の
で
す
が
、
例
え
ば
地
域
で
小
さ
い
け
れ
ど

料
理
講
習
を
し
、
学
校
給
食
や
施
設
で
は
こ
の
様
に
し
て

い
ま
す
と
伝
え
て
い
き
な
が
ら
、
保
護
者
だ
け
で
は
な
く
、

子
ど
も
達
に
正
し
い
食
事
を
伝
え
る
事
が
大
事
だ
と
思

い
ま
す
。

今
年
度
、
大
阪
ブ
ロ
ッ
ク
で
は
貝
塚
市
の
公
民
館
で

食
農
体
験
型
の
料
理
教
室
を
行
い
ま
す
。
ア
ウ
ト
ド
ア
や

田
ん
ぼ
や
畑
に
出
向
い
て
生
産
す
る
に
あ
た
っ
て
の
苦

労
を
聞
い
た
り
、
実
際
に
さ
つ
ま
芋
等
の
野
菜
を
収
穫
し

た
り
そ
れ
を
そ
の
場
で
調
理
し
て
美
味
し
く
い
た
だ
く

そ
し
て
命
の
大
切
さ
や
生
産
に
携
わ
っ
て
い
る
人
達
の

苦
労
を
聞
い
て
感
謝
の
心
を
持
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
自
然

に
触
れ
、
体
験
を
通
し
て
普
段
の
食
、
食
と
自
然
と
の

繋
が
り
を
知
る
。
そ
う
い
っ
た
取
り
組
み
を
し
ま
す
。
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又
、
食
品
表
示
の
内
容
は
難
し
い
の
で
す
が
、
小
学
校

も
高
学
年
に
な
れ
ば
あ
る
程
度
、
ど
う
い
う
も
の
が
そ
の

食
品
に
入
っ
て
い
る
か
も
知
っ
て
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
思
い
ま
す
。
そ
の
為
に
賞
味
期
限
・
消
費
期
限
等
、
食

品
表
示
の
見
方
を
簡
単
に
わ
か
る
程
度
学
習
し
、
自
分
達

で
献
立
を
立
て
て
買
い
物
～
調
理
ま
で
し
て
も
ら
う
よ

う
な
内
容
を
計
画
し
て
い
ま
す
。

京
都
ブ
ロ
ッ
ク
の
会
員
さ
ん
も
地
域
で
行
政
と
取
り

組
み
な
が
ら
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
ブ
ロ
ッ
ク
の
会
員

さ
ん
も
そ
れ
ぞ
れ
に
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら

頑
張
っ
て
活
動
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
会
員
さ
ん
は
ま

ず
、
ご
近
所
や
自
分
の
知
り
合
い
等
に
教
え
て
あ
げ
る
事

か
ら
始
め
て
下
さ
い
。
そ
れ
も
食
文
化
を
継
承
し
て
い
き
、

広
め
て
い
く
と
い
う
事
に
繋
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

今
日
の
講
演
は
、
あ
べ
の
辻
調
理
専
門
学
校
・
日
本
料

理
教
授
の
小
谷
先
生
の
お
話
で
す
。
日
本
料
理
の
成
り
立

ち
「
食
文
化
概
論
」
を
聞
い
て
学
習
し
、
さ
ら
に
自
分
達

の
職
場
で
実
践
に
繋
げ
る
様
に
学
ん
で
頂
け
れ
ば
と
思

い
ま
す
。
皆
さ
ん
と
色
々
な
情
報
交
換
を
し
な
が
ら
、

こ
の
会
が
も
っ
と
発
展
し
て
い
け
る
様
に
一
緒
に
頑
張

っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

☆
資
格
審
査

 
 

出
席
者

30
名

委
任
状
出
席
者

73
名

 
 

 

計
103
名 

 

会
員
構
成

145
名

 
 

規
約
第
15
条
の
1
第
4
に
よ
り
、
総
会
が
成
立
し

た
こ
と
を
認
め
ま
す
。

☆
平
成
24
年
度

経
過
報
告
・
会
計
決
算
報
告
・

会
計
監
査
報
告

平
成
25
年
度
活
動
方
針
案
・
会
計
予
算
案

規
約
修
正
及
び
追
記
事
項

全
て
賛
成
多
数
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
25
年
度
の
役
員
も
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

☆
詳
し
い
内
容
は
第
8
回
定
期
総
会
議
案
書
を

お
読
み
く
だ
さ
い
。

◇
築
野
食
品
株
式
会
社

中
井
氏

 
 

3
年
前
か
ら
は
賛
助
会
員
と
し
て
イ
ベ
ン
ト
で
は

お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

 
 

学
校
給
食
な
ど
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
皆
様
か
ら

色
々
な
お
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
う
と
い
う
事
は
、
メ
ー

カ
ー
に
と
っ
て
、
役
に
立
つ
と
い
う
事
に
加
え
、
生
の

声
を
聞
け
る
と
い
う
事
を
個
人
と
し
て
も
と
て
も
楽

し
み
に
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
に
と
っ
て
、
少
し
で
も

こ
め
油
や
、
私
共
で
作
っ
て
お
り
ま
す
商
品
等
の
理
解

を
深
め
ら
れ
る
場
に
な
れ
ば
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま

す
。

 
 

で
す
か
ら
、
又
、
何
か
あ
り
ま
し
た
ら
お
話
さ
せ
て

頂
い
た
り
、
そ
の
場
で
お
答
え
し
た
り
と
い
う
事
が
出

来
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平
成
24
年
度
調
理
技
術
審
査
・
技
能
検
定
合
格
者 

 
 

敬
称
略
・
22
名

石
黒

雅
子 

 
 

烏
野

幸
一 

 
 

岡
崎

郁
代 

 
 

岡
田

典
子 

 
 

奥
川

剛
史 

 
 

川
西

昌
美 

 
 

木
下

ま
ゆ
み 

 

国
友

直
典 

 
 

山
谷

直
子 

 
 

東
野

永
理

東
村

幸
子 
 

 

松
村

香
津
子 

 

水
谷

昭
子 

 
 

兵
部

早
苗 

 
 

山
中

多
美
子

松
本

千
春 

 
 

山
田

律
子 

 
 

後
藤

亜
由
美 

 

高
橋

昌
子 

 
 

柴
崎

久
美
子

木
場

ゆ
か
り 

 

高
嶋

智
実 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

賛
助
会
員
紹
介

中井 孝治氏
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◇
有
限
会
社
関
紀
産
業 

 

川
上

幸
男
氏

 
 

こ
ん
に
ち
は
。
川
上
で
す
。
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

今
日
、
寄
せ
て
も
ら
っ
た
の
は
、
こ
の
組
織
（
全
国
学

校
調
理
師
連
合
会
）
は
ど
う
い
う
、
何
を
し
て
い
る
組

織
な
ん
だ
ろ
う
？
と
い
う
事
の
勉
強
の
為
に
寄
さ
せ

て
も
ら
い
ま
し
た
。

 
 

僕
自
身
が
こ
の
組
織
に
関
心
が
あ
る
の
は
、
殆
ど
今

の
日
本
の
養
豚
、
日
本
の
畜
産
と
言
え
ば
い
い
か
と
思

い
ま
す
が
、
ア
メ
リ
カ
な
い
し
外
国
で
作
っ
た
配
合
飼

料
を
餌
に
し
て
、
そ
れ
を
日
本
の
養
豚
・
畜
産
農
家
が

大
規
模
畜
産
を
行
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
も
そ
も
畜

産
と
い
う
の
は
、
人
間
の
食
べ
残
し
た
物
を
餌
に
し
、

田
や
畑
で
余
っ
た
物
を
牛
等
の
餌
に
し
て
、
そ
の
排
泄

物
が
田
や
畑
の
肥
料
と
な
り
、
農
作
物
が
育
ち
人
間
が

食
べ
る
。
人
間
の
食
べ
残
し
た
物
が
又
家
畜
の
餌
に
な

る
と
い
う
、
畜
産
だ
け
で
な
く
農
作
物
も
含
め
た
「
ひ

と
つ
の
循
環
」
と
い
う
の
が
農
業
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

 
 

学
校
給
食
な
ど
の
残
飯
が
豚
の
餌
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
そ
う
い
う
物
を
有
効
利
用
し
て
美
味
し
い
豚
肉

を
作
ろ
う
と
。
そ
し
て
美
味
し
い
豚
肉
が
再
度
学
校
給

食
と
し
て
年
に
1
回
位
、
学
校
で
食
育
と
い
う
形
で

取
り
入
れ
ら
れ
、
循
環
型
社
会
に
繋
が
っ
て
い
け
ば
い

い
な
と
思
い
、
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
有
難
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
辻
調
の
小
谷
で
す
。
私
は
日

本
料
理
を
ず
っ
と
や
っ
て
お
り
ま
す
の
で
日
本
料
理
に

つ
い
て
少
し
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

歴
史
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
事
で
す
が
、
日
本
の

地
理
的
要
因
を
反
映
し
て
「
日
本
料
理
」
が
出
来
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
様
に
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
列
島

は
周
り
を
海
で
囲
ま
れ
た
小
さ
な
島
国
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
暖
流
と
寒
流
が
流
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
出
会
う
潮

目
が
出
来
、
そ
の
辺
り
で
は
非
常
に
魚
が
よ
く
獲
れ
ま
す
。

又
、
川
が
沢
山
有
り
海
に
流
れ
込
み
、
そ
こ
に
は
プ
ラ
ン

ク
ト
ン
が
非
常
に
多
く
発
生
し
て
沢
山
の
魚
が
育
っ
て

い
く
と
い
う
事
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
リ
ア
ス
式
海
岸
や
内

海
が
あ
る
の
で
魚
介
類
の
豊
富
さ
も
一
つ
の
要
因
に
な

っ
て
い
ま
す
。
今
、
一
般
的
に
「
日
本
料
理
」
と
称
し
て

い
る
「
会
席
料
理
」
と
い
う
の
が
日
本
料
理
と
し
て
は
主

だ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
歴

史
的
な
背
景
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
奈
良
時
代
以
前
】

 
 

雑
食
。
獲
れ
る
物
は
何
で
も
食
べ
て
い
た
。
魚
を
捕
っ

た
り
狩
り
や
、
木
の
実
を
取
る
。

 
 

中
国
か
ら
米
（
稲
作
）
が
伝
わ
る
。
米
を
主
食
と
し
た

日
本
料
理
が
こ
の
時
代
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
く
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

古
代
の
米
に
は
「
黒
米
」
「
赤
米
」
が
あ
る
。
今
で
は
儀

式
や
祝
儀
事
等
に
使
っ
て
い
ま
す
。

【
奈
良
時
代
】

 
 

米
が
主
食
で
服
飾
の
多
様
化
が
進
ん
で
い
く
。

調
味
料
も
出
て
く
る
。
塩
・
舐
め
味
噌
・
も
ろ
み

飴
・
酢
・
酒
・
ご
ま
油

【
平
安
時
代
】

 
 

色
々
な
調
理
法
が
出
て
く
る
。
日
本
料
理
の
元
に
な

っ
た
と
言
わ
れ
る
「
饗
応
膳
」（
「
萬
亀
桜
」
の
料
理
屋

さ
ん
で
保
管
さ
れ
て
い
る
絵
巻
よ
り
）

「
饗
応
膳
」
と
は
真
ん
中
に
米
が
山
盛
り
に
し
て
あ
り
、

儀
式
的
な
も
の
で
、
箸
を
つ
け
る
真
似
を
す
る
と
い
う

よ
う
な
お
膳
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

此
の
頃
、
宮
中
で
は
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
五
節
句
の
催

し
が
行
わ
れ
、
人
日
の
節
供
（
七
草
の
節
供
）
、
上
巳

の
節
供
（
桃
の
節
供
）
、
端
午
の
節
供
（
菖
蒲
の
節
供
）・

七
夕
の
節
供
（
笹
の
節
供
）
、
重
陽
の
節
供
（
菊
の
節

供
）
の
際
に
は
、
も
て
な
し
料
理
が
登
場
す
る
様
に
な

っ
た
。

「
包
丁
式
・
式
包
丁
」
と
言
わ
れ
る
尊
い
方
へ
配
慮
す

る
為
に
手
で
触
れ
ず
に
鳥
や
肉
や
魚
を
さ
ば
き
、
型
通

り
に
盛
り
付
け
を
す
る
と
い
う
技
術
が
出
て
き
ま
す
。

『日
本
料
理
の
成
り
立
ち
』

辻
調
理
師
専
門
学
校 

 

小
谷

良
孝
氏
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【
鎌
倉
時
代
】

 
 

武
家
の
勢
力
が
強
く
な
り
、
武
士
社
会
に
な
り
質
実

剛
健
で
料
理
は
質
素
に
な
る
が
、
朝
・
昼
・
晩
、
三
食

食
べ
る
の
が
定
着
し
て
き
ま
す
。
又
、
禅
宗
が
日
本
に

入
っ
て
き
て
そ
の
影
響
に
よ
り
、
精
進
料
理
が
出
て
き

て
日
本
料
理
に
結
構
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
い
ま

す
。

 
 

精
進
料
理
は
肉
や
魚
は
一
切
使
わ
ず
に
、
昆
布
・
干

し
椎
茸
・
大
豆
、
を
使
っ
て
出
汁
を
取
り
、
焼
き
麩
・

高
野
豆
腐
・
生
麩
を
主
原
料
に
し
て
、
お
肉
に
似
せ
た

が
ん
も
ど
き
や
（
飛
龍
頭
・
ひ
り
ゅ
う
ず
）
や
、
ゆ
ば
・

白
和
え
・
ご
ま
豆
腐
と
い
う
料
理
が
出
て
き
ま
し
た
。

【
室
町
時
代
】

 
 

武
家
中
心
の
社
会
だ
が
、
貴
族
的
な
要
素
も
復
活
し
て

き
ま
す
。
料
理
法
も
技
巧
的
に
な
り
、
「
本
膳
料
理
」
が

出
て
き
ま
す
。
平
安
時
代
の
饗
応
膳
や
鎌
倉
時
代
の
精
進

料
理
の
影
響
を
受
け
て
、
武
家
独
特
の
も
て
な
し
料
理
が

発
達
し
て
い
き
ま
す
。

「
本
膳
料
理
」
と
は
、
お
客
が
座
っ
て
、
そ
の
前
に
い
っ

ぱ
い
一
の
膳
・
二
の
膳
・
三
の
膳
・
四
の
膳
と
い
う
風
に

膳
を
沢
山
並
べ
て
、
自
分
の
権
力
を
表
す
膳
組
料
理
で
す
。

現
在
で
は
宴
会
な
ど
で
見
ら
れ
る
、
料
理
を
全
て
配
膳
す

る
「
掛
け
合
い
料
理
」
の
元
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

【
安
土
桃
山
時
代
】

 
 

信
長
・
秀
吉
の
時
代
。
豪
華
さ
と
ち
ょ
っ
と
質
素
な

（
わ
び
・
さ
び
）
も
の
と
両
方
兼
ね
備
え
た
様
な
料
理

が
出
て
来
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
を
信
長
は
認
め
た
の
で
、

宣
教
師
達
が
新
し
い
料
理
法
を
持
ち
込
ん
だ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
一
番
代
表
的
な
料
理
は
「
南
蛮
料
理
」

で
す
。

 
 

地
理
的
に
言
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
～
ア

フ
リ
カ
大
陸
の
南
側
～
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島
～
東
南
ア

ジ
ア
を
経
由
し
て
日
本
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。
イ
ン
ド

シ
ナ
半
島
の
付
け
根
部
分
を
当
時
、
日
本
は
「
南
蛮
」

と
呼
び
、
そ
こ
か
ら
伝
わ
る
料
理
を
全
部
「
南
蛮
料
理
」

と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

天
ぷ
ら
・
金
平
糖
・
カ
ス
テ
ラ
等
。

 
 

秀
吉
の
時
代
に
は
、
千
利
休
と
い
う
茶
道
懐
石
の
創

始
者
が
現
わ
れ
ま
す
。
懐
石
料
理
：
お
茶
を
味
わ
う
た

め
の
料
理
で
す
。
満
腹
に
な
る
程
出
す
料
理
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
お
茶
会
の
抹
茶
は
非
常
に
刺
激
が
強
い
の
で
、

胃
に
刺
激
を
与
え
ま
す
。
そ
の
時
に
空
腹
で
は
抹
茶
を

美
味
し
く
頂
け
な
い
の
で
、
そ
の
前
に
必
ず
少
し
だ
け

の
お
食
事
を
お
出
し
す
る
の
が
「
懐
石
」
「
茶
懐
石
」

で
す
。
茶
懐
石
の
特
徴
と
し
て
、
基
本
的
に
は
一
汁
三

菜
・
汁
が
一
つ
に
お
か
ず
が
三
つ
。
こ
れ
を
一
品
ず
つ

温
か
い
も
の
は
温
か
く
・
冷
た
い
も
の
は
冷
た
く
出
す

と
い
う
の
が
特
徴
で
す
。
こ
れ
を
「
喰
い
切
り
料
理
」

と
い
い
ま
す
。

【
江
戸
時
代
】

 
 

初
期
は
完
全
に
武
家
社
会
だ
が
、
中
期
く
ら
い
に
な

る
と
武
家
の
力
が
弱
く
な
り
、
商
人
の
力
が
強
く
な
っ

て
き
ま
す
。
経
済
的
に
豊
か
に
な
り
、
食
文
化
に
色
々

な
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

 
 

そ
の
中
で
出
て
く
る
の
が
「
屋
台
料
理
」
で
一
番
有

名
な
の
が
『
お
寿
司
』
で
す
。
そ
れ
か
ら
『
天
ぷ
ら
』

『
鰻
』

関
東
で
は
川
の
流
れ
は
緩
や
か
で
よ
ど
み
に

鰻
が
生
息
し
、
そ
の
ま
ま
焼
い
て
食
べ
る
と
泥
臭
い
の

で
、
一
本
の
鰻
を
背
開
き
に
し
て
半
分
に
切
り
竹
串
に

刺
し
一
度
蒸
し
て
い
ま
す
。
関
西
は
流
れ
の
急
な
川
が

多
く
、
腹
開
き
に
し
、
長
い
ま
ま
金
串
に
刺
し
焼
き
ま

す
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

『
お
蕎
麦
』

 
 

元
々
は
蕎
麦
を
そ
の
ま
ま
米
代
り
に
食
べ
て
い
ま

し
た
が
、
伸
ば
し
て
麺
状
に
し
て
食
べ
る
の
は
、
大
阪

城
築
城
の
頃
に
資
材
置
き
場
あ
た
り
で
流
行
っ
た
の

が
最
初
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
江
戸
城
築
城

に
あ
た
っ
て
大
阪
の
建
設
現
場
に
い
た
人
達
が
そ
の

ま
ま
東
京
に
行
き
東
京
に
蕎
麦
が
広
ま
っ
た
。
東
京
の

蕎
麦
屋
に
「
砂
場
」
と
い
う
屋
号
が
多
い
の
は
元
々
大

阪
城
の
砂
置
き
場
で
営
業
し
て
い
た
名
残
り
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
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『
お
で
ん
』

 
 

も
と
も
と
は
「
で
ん
が
く
」
と
言
い
、
豆
腐
に
味
噌

を
付
け
て
焼
い
た
も
の
が
、
京
都
の
宮
中
の
女
房
言
葉

で
「
お
で
ん
」
と
呼
ん
で
い
た
の
が
関
東
に
伝
わ
り
、

焼
く
よ
り
も
醤
油
で
炊
い
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
？

と
今
の
形
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
が
関
西
に
移
る
に

あ
た
り
「
お
で
ん
」
だ
と
昔
の
宮
中
言
葉
と
同
じ
に
な

る
の
で
、
関
東
の
煮
物
と
い
う
事
で
「
関
東
炊
き
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

『
普
茶
料
理
』

 
 

京
都
の
宇
治
に
あ
る
黄
檗
山
萬
福
寺
を
建
て
た
隠

元
と
い
う
方
（
イ
ン
ゲ
ン
豆
を
日
本
に
持
っ
て
来
た
人
）

が
広
め
ら
れ
た
中
国
風
の
精
進
料
理
で
す
。

『
会
席
料
理
』

 
 

「
料
亭
」
が
で
き
、
そ
こ
で
出
さ
れ
る
宴
会
用
の
料

理
で
お
酒
を
飲
む
為
の
料
理
。
一
品
ず
つ
出
す
の
が
基

本
。
会
席
料
理
に
は
必
ず
お
土
産
が
付
い
た
そ
う
で
す
。

こ
の
料
理
を
出
さ
れ
て
も
全
部
一
度
に
は
食
べ
ら
れ

ま
せ
ん
。
そ
れ
を
持
っ
て
帰
る
の
で
「
折
り
詰
め
弁
当
」

と
い
う
の
が
こ
の
頃
に
出
来
て
き
ま
す
。

【
明
治
時
代
】

 
 

西
洋
式
の
文
化
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
外
国

人
に
比
べ
て
日
本
は
体
格
的
に
劣
っ
て
い
る
。
富
国
強

兵
と
い
う
事
も
あ
り
、
肉
食
が
盛
ん
に
取
り
入
れ
ら
れ

た
と
言
い
ま
す
。
最
初
に
出
て
く
る
の
が
「
す
き
や
き
」

で
す
。「
コ
ロ
ッ
ケ
」「
肉
じ
ゃ
が
」「
か
つ
丼
」「
カ
レ

ー
ラ
イ
ス
」
こ
う
い
っ
た
も
の
が
ど
ん
ど
ん
今
の
世
代

に
入
っ
て
い
き
ま
す
。

 
 

四
季
を
大
事
に
す
る
風
潮
が
あ
り
ま
す

春
：

桜
の
花
び
ら
を
表
し
た
春
の
料
理
。

 
 

花
び
ら
人
参
・
春
霞
の
お
椀

夏
：

清
涼
感
の
あ
る
夏
を
表
す
。

 
 

 
水
の
流
れ
を
表
し
た
「
滝
川
豆
腐
」

 
 

 
ガ
ラ
ス
の
器
に
蓮
の
葉
と
氷
を
入
れ
涼
し
さ

を
演
出

秋
：

紅
葉
を
演
出

紅
葉
や
栗
で
秋
を
表
す
。

冬
：

温
か
さ
と
雪
を
表
現
。

 
 

 

「
ぶ
り
大
根
」

 
 

五
感
に
訴
え
る
様
な
料
理

見
る
：

「
山
水
盛
り
」
山
水
画
、
自
然
の
風
景
を
器
の

盛
り
方
で
表
現
す
る
。
高
く
盛
り
、
手
前
に

徐
々
に
低
く
す
る
盛
り
方
。

聞
く
：

「
す
き
焼
き
」
の
グ
ツ
グ
ツ
煮
え
る
音

 
 

 
 

お
蕎
麦
を
す
す
る
音
を
味
わ
う
。

嗅
ぐ
：

香
り
。
そ
の
時
の
季
節
の
香
り

触
れ
る
：
触
れ
て
味
わ
う
。

 
 

 
 

お
寿
司
を
手
で
取
っ
て
食
べ
る
。

 
 

 
 

お
椀
を
両
手
で
持
っ
て
飲
む
。

味
わ
う
：
食
べ
て
味
わ
う
。

 
 

器
の
多
様
性

◇
四
季
を
表
し
た
器
を
使
う

◇
お
祝
い
の
器

 
 

お
正
月
や
祝
い
事
・
・
鶴
亀

 
 

松
竹
梅

 
 

 

松
：
常
に
緑
で
若
さ
の
シ
ン
ボ
ル
。

 
 

 

竹
：
成
長
が
早
く
、
め
で
た
い
。

 
 

 

梅
：
旧
暦
で
最
初
に
木
に
咲
く
花
が
梅

 
 

 
 

 

華
や
ぎ
を
表
す
。

◇
陶
器
・
磁
器
・
炻
器
・
漆
器
・
そ
の
他
の
器

 
 

陶
器
：
少
し
身
の
厚
い
様
な
器

 
 

磁
器
：
表
面
が
ガ
ラ
ス
質
で
覆
わ
れ
叩
く
と

高
い
音
が
す
る

 
 

炻
器
：
釉
薬
を
塗
っ
て
い
な
い
陶
器
。
備
前
焼
。

 
 

漆
器
：
日
本
独
自
の
工
芸
品
。
漆
や
金
箔
を
使
う
。

 
 

そ
の
他
の
器

 
 

 
 

 

白
木
・
金
属
・
竹
・
青
竹
・
竹
の
皮

 
 

 
 

 

ガ
ラ
ス
・
紙
・
石
・
貝
殻

日
本
料
理
の
特
徴
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◇
色
彩
を
考
え
る

赤
・
黄
・
緑
・
白
・
黒

 
 

赤
・
黄
：
華
や
か
さ
や
温
も
り
を
表
す

 
 

 
 

 
 

食
欲
増
進
の
色

 
 

 
 

 
 

使
い
過
ぎ
る
と
品
が
な
く
な
る
。

 
 

緑
： 

 
安
心
・
安
全
・
安
静
を
表
す

 
 

白
： 

 

清
楚
・
清
潔
・
純
真
・
清
々
し
さ

 
 

黒
： 

 

料
理
を
引
き
締
め
る
色

 
 

 

お
酒

◇
多
様
性
の
あ
る
日
本
酒

 
 

温
め
る
・
冷
や
す
・
常
温
で
出
す
。

～
色
々
な
出
し
方
～

 
 

青
竹
に
お
酒
を
注
ぎ
、
下
を
氷
で
冷
た
く
冷
や
す

 
 

菊
酒
・
お
屠
蘇
・
白
酒
・

 
 

 

健
康
食

日
本
料
理
は
世
界
的
に
健
康
食
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
世
界
文
化
遺
産
の
候
補
に
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
日
本
料
理
は
京
料
理
だ
け
で
な
く
、
一
般
的
な

日
本
の
根
底
に
あ
る
料
理
が
一
番
健
康
的
だ
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

※
最
後
に

 
 

日
本
料
理
の
こ
れ
か
ら
で
す
が
、
今
ま
で
の
歴
史
的

な
話
だ
と
、
饗
応
膳
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
精
進
料
理
や

本
膳
料
理
が
出
て
き
て
、
茶
懐
石
や
会
席
料
理
に
な
り

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
色
ん
な
条
件
が
感
受
さ
れ
て
ど

ん
ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
ま
た
、

色
ん
な
事
を
考
え
な
が
ら
変
化
さ
せ
て
い
き
た
い
と

い
う
事
で
す
。
日
本
的
な
素
材
を
出
来
る
だ
け
生
か
し
て

や
り
、
日
本
独
自
の
調
理
法
を
使
い
日
本
独
自
の
器
を
使

い
、
一
品
一
品
器
が
違
う
の
は
日
本
料
理
だ
け
で
す
よ
ね
。

こ
う
い
っ
た
文
化
を
大
切
に
し
て
今
後
の
日
本
料
理
を

考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
有
難
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

日
本
料
理
の
成
り
立
ち
、
食
文
化
概
論
と
題
し
て
技
術

顧
問
の
小
谷
先
生
の
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

日
本
の
地
理
、
周
り
を
海
に
囲
ま
れ
、
暖
流
と
寒
流
が

出
会
う
潮
の
目
で
の
漁
業
。
列
島
全
体
に
河
川
が
多
く
存

在
し
、
リ
ア
ス
式
海
岸
や
内
海
が
あ
り
、
魚
介
類
の
豊
富

な
事
か
ら
食
材
に
満
ち
た
小
さ
な
島
国
と
い
う
特
徴
を

持
つ
日
本
。
歴
史
を
遡
り
、
何
で
も
食
べ
て
い
た
奈
良
時

代
か
ら
米
を
作
る
稲
作
が
中
心
に
な
る
。
日
本
料
理
が
形

成
さ
れ
調
味
料
も
揃
う
様
に
な
り
、
米
や
野
菜
・
魚
等
を

食
べ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
事
で
し
た
。

貴
族
の
も
て
な
し
の
料
理
や
式
包
丁
（
手
で
触
れ
ず
に

鳥
や
肉
や
魚
を
包
丁
で
型
通
り
に
さ
ば
く
）
・
饗
応
膳
が

出
来
、
三
食
が
定
着
。
禅
宗
・
宗
教
が
伝
わ
り
、
昆
布
・

椎
茸
・
大
豆
等
で
出
汁
を
取
る
精
進
料
理
が
入
っ
て
く
る
。

室
町
時
代
に
は
本
膳
料
理
・
武
士
の
も
て
な
し
料
理
が
出

来
て
き
ま
す
。
貴
族
的
な
要
素
が
復
活
し
、
四
季
折
々
の

か
け
あ
い
料
理
を
膳
の
数
で
権
力
を
表
し
、
日
本
古
来
の

膳
の
形
が
作
り
出
さ
れ
て
安
土
桃
山
時
代
に
入
り
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
調
理
法
が
伝
わ
り
南
蛮
料
理
や
茶
道
が
進

め
ら
れ
、
茶
道
家
の
懐
石
料
理
が
出
て
来
ま
す
。
そ
の
時

そ
の
場
に
応
じ
た
料
理
が
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
し
ょ

う
か
、
江
戸
時
代
で
は
寿
司
・
天
ぷ
ら
・
鰻
・
蕎
麦
・

お
で
ん
・
普
茶
料
理
・
中
国
風
料
理
等
が
流
行
し
、
数
多

く
料
理
に
関
す
る
本
が
一
般
向
き
に
出
版
さ
れ
る
様
に

な
っ
た
。
膳
と
い
う
形
の
も
の
が
描
き
残
さ
れ
伝
え
ら
れ

て
き
た
の
だ
ろ
う
、
会
席
料
理
・
庶
民
料
理
の
集
大
成
で

あ
る
コ
ー
ス
料
理
が
完
成
さ
れ
、
折
り
詰
め
弁
当
、
庶
民

で
味
わ
う
料
亭
の
様
子
、
風
景
、
料
亭
ラ
ン
キ
ン
グ
、
お

酒
を
飲
む
為
の
料
理
に
変
わ
っ
て
い
く
。
明
治
以
降
、

欧
米
の
食
事
様
式
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
膳
形
式
の
華
や
か

な
料
理
か
ら
普
通
一
般
の
料
理
、
時
代
の
流
れ
と
共
に
季

節
の
表
現
、
四
季
を
通
し
て
の
食
材
、
五
感
や
色
彩
で
味

わ
う
事
、
そ
れ
ら
を
彩
る
器
も
用
途
に
応
じ
て
使
い
分
け

る
日
本
料
理
の
深
さ
や
知
恵
に
痛
感
し
ま
し
た
。

老
人
食
に
携
わ
る
中
で
給
食
で
あ
り
な
が
ら
も
、
見
た

目
・
色
彩
・
盛
り
付
け
等
を
活
か
し
こ
れ
か
ら
も
心
が
け

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
谷
先
生
の
講
演
を
聞
き

京
都
ブ
ロ
ッ
ク

前
田

洋
子

小谷 良孝氏
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日
時 

 
平
成
25
年
4
月
28
日
（
日
）

場
所 

 

山
中
会
長
の
竹
藪

御
来
賓

貝
塚
市
三
ケ
山
町
・
町
会
長

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

蓮
池

義
明
氏

 
 

 
 

貝
塚
市
教
育
委
員
会

 
 

 
 

 

木
島
小
・
栄
養
教
諭

小
沢

恵
氏

 
 

 
 

 

中
央
小
・
栄
養
教
諭

松
尾

敦
代
氏

 
 

 
 

女
子
栄
養
大
学
短
期
学
部
教
授

 
 

 
 

（
元
文
部
科
学
省
学
校
給
食
調
査
官
）

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

金
田

雅
代
氏

 
 

 
 

元
辻
学
園
技
術
部
長 

 

為
後

喜
光
氏

 
 

 
 

生
産
者 

 
 

 
 

 
 

山
本

八
重
子
氏

参
加
者

大
人 

 

192
名
（
当
会
員

25
名
）

 
 

 
 

 

子
ど
も

23
名

食
材
提
供

築
野
食
品
工
業
（
株
）

こ
め
油
・
山
椒
香
味
油

（
株
）
Ｓ
Ｎ
食
品
研
究
所

み
か
ん
ゼ
リ
ー

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

み
か
ん
ド
レ
ッ
シ
ン
グ

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

グ
ミ
・
ふ
り
か
け
セ
ッ
ト

丸
進
食
品
（
株
） 

 
 

削
り
節
・
酒
・
味
醂

（
有
）
関
紀
産
業 

 
 

 

犬
鳴
ポ
ー
ク
（
焼
肉
用
）

（
株
）
向
新 

 
 
 

 
 

和
菓
子

（
株
）
マ
ツ
モ
ト 

 
 

旬
の
お
漬
物
・
薮
整
備

浜
岡

明
美 

 
 

い
か
な
ご
の
く
ぎ
煮

山
本
・
道
口 

 
 

 

竹
の
子

 
 

小
原
・
山
中 

 
 

 
 

〃

 
 

前
田

ふ
み 

 
 

 

タ
ラ
の
芽
・
ウ
ド

講
演

◇
貝
塚
市
教
育
委
員
会
・
栄
養
教
諭

小
沢
恵
氏

 
 

 
 

〃 
 

 
 

 
 

 

〃 
 

 

松
尾
敦
代
氏

 
 

 
 

「
食
育
ク
イ
ズ
」

◇
貝
塚
市
食
生
活
改
善
推
進
協
議
会

 
 

 
 

「
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
に
よ
る
食
育
5
つ
の
力
」

◇
生
産
者

山
本
八
重
子
氏

 
 

 
 

「
竹
の
子
生
産
に
か
か
る
お
話
」

◇
元
辻
学
園
技
術
部
長
・
料
理
研
究
家

為
後
義
光
氏

 
 

 
 

「
竹
の
子
の
ゆ
が
き
方
他
・
調
理
方
法
」

 
 

 
 

 

地
元
産
物
ふ
れ
あ
い
交
流
会

お弁当のメニュー ～たけのこずくし～

【御飯物】              【煮物】

      たけのこご飯             たけのこの土佐煮

                         ふきの煮物

【揚げ物】                えんどうの卵とじ煮

      たけのこ

      山ウド             【佃煮他】

      ゆきのした              木の芽和え

      タラの芽               たけのこの佃煮

      プチトマト（添え野菜）        ごより豆

【デザート】 桜餅            いかなごのくぎ煮
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※
ふ
れ
あ
い
交
流
会
で
豚
肉
（
焼
肉
用
）
を
提
供
し
て
頂

い
た
（
有
）
関
紀
産
業

を
紹
介
し
ま
す
。

国
内
で
味
わ
え
る
ブ
ラ
ン
ド
豚
は
250
種
類
以
上
と
言

わ
れ
る
中
、
大
阪
府
内
で
生
産
さ
れ
て
い
る
の
は
「
川
上

さ
ん
家
の
犬
鳴
豚
」
（
通
称

犬
鳴
ポ
ー
ク
）
の
一
種
の

み
で
す
。
犬
鳴
山
温
泉
が
あ
る
泉
佐
野
市
で
生
産
さ
れ
て

い
る
た
め
、
‘
犬
鳴
’
と
い
う
地
名
を
ブ
ラ
ン
ド
名
と
し

て
採
用
し
ま
し
た
。

牧
場
で
は
年
間
2
千
頭
の
豚
を
出
荷
し
て
い
ま
す
。

府
下
で
は
あ
8
件
の
養
豚
農
家
が
あ
り
ま
す
が
、
他
7

件
は
他
府
県
か
ら
子
豚
を
購
入
し
、
出
荷
体
重
に
な
る
ま

で
育
て
る
、
い
わ
ゆ
る
「
肥
育
経
営
」
と
い
わ
れ
る
経
営

の
た
め
、
繁
殖
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
販
売
ま
で
こ
な
す

の
は
犬
鳴
豚
牧
場
の
み
で
す
。

お
い
し
さ
の
秘
訣
は
3
つ

①

リ
サ
イ
ク
ル
飼
料
（
エ
コ
フ
ィ
ー
ド
）

国
内
の
豚
の
飼
料
自
給
率
は
約
10
％
で
、
ほ
と
ん

ど
を
海
外
産
原
料
に
頼
っ
て
い
る
の
が
現
状
。
特
に

ア
メ
リ
カ
産
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
主
要
原
料
で
あ
り
、

豚
肉
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
で
出
来
て
い
る
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

犬
鳴
ポ
ー
ク
は
都
市
近
郊
と
い
う
立
地
条
件
を
生

か
し
、
25
年
前
か
ら
食
品
残
渣
を
リ
サ
イ
ク
ル
し
た

エ
コ
フ
ィ
ー
ド
を
研
究
し
、
特
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る

の
が
、
パ
ン
・
う
ど
ん
・
パ
ス
タ
な
ど
、‘
小
麦
’
を

原
料
と
す
る
食
品
の
余
り
物
を
使
う
事
で
す
。
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
に
頼
ら
な
い
事
で
、
ま
っ
た
く
質
感
の
異

な
る
豚
肉
作
り
を
目
指
し
て
き
ま
し
た
。

②

生
産
者
直
売

野
菜
農
家
と
違
い
、
豚
農
家
は
自
分
で
育
て
た
豚

を
食
べ
る
機
会
が
少
な
い
。
屠
畜
な
ど
の
問
題
は
も

ち
ろ
ん
、
1
頭
で
は
量
が
多
す
ぎ
る
か
ら
で
す
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
16
年
前
か
ら
直
接

販
売
を
開
始
。
販
売
に
よ
る
収
益
確
保
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
自
分
で
育
て
た
豚
の
味
を
確
か
め
る
と
い

う
意
味
で
も
重
要
な
仕
事
で
、
さ
ら
に
ブ
ラ
ン
ド
の

価
値
を
他
業
者
任
せ
に
し
な
い
と
い
う
目
的
も
あ
り

ま
す
。

③

長
期
飼
育

驚
か
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
豚
は
生
後
180
日

で
体
重
105
㎏
に
ま
で
成
長
し
、
出
荷
さ
れ
ま
す
。
コ

ス
ト
削
減
、
特
に
飼
料
費
の
事
を
考
え
る
と
、
180
と

い
う
数
字
が
ギ
リ
ギ
リ
の
線
な
の
で
す
。

 
 

 

エ
コ
フ
ィ
ー
ド
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
自
家
製

飼
料
に
よ
り
コ
ス
ト
を
抑
え
ら
れ
る
事
。
そ
の
分
を

長
期
肥
育
す
る
こ
と
と
し
、
他
で
は
真
似
出
来
な
い

桜餅

当日のお弁当・たけのこずくし

料理指導：元猿沢荘料理長 柳原 卓男氏

飼
料
に
こ
だ
わ
り

直
売
・
繁
殖
も
行
う

犬
鳴
豚
牧
場



9

240
日
肥
育
を
実
現
し
ま
し
た
。
180
日
で
は
若
す
ぎ
る

か
ら
で
す
。

養
豚
技
術
の
み
な
ら
ず
、
情
報
発
信
、
イ
ベ
ン
ト
等
の

活
動
も
進
行
中
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ブ
ロ
グ
、
ツ
イ
ッ
タ

ー
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
等
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
発
信
は
、

経
営
者
目
線
と
い
う
よ
り
は
現
場
目
線
に
立
っ
て
の
発

信
を
心
掛
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
6
月
か
ら
は
地
元
酒
蔵
（
北
庄
司
酒
造
・

大
阪
府
和
泉
佐
野
市
日
根
野
）
に
て
泉
佐
野
酒
造
Ｂ
Ｂ
Ｑ

と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
毎
月
開
催
。
酒
蔵
、
泉
州
お
む
す
び
、

地
元
タ
レ
業
者
、
野
菜
農
家
と
タ
ッ
グ
を
組
ん
で
、
農
の

発
展
の
み
な
ら
ず
泉
佐
野
を
盛
り
上
げ
る
為
の
活
動
に

も
邁
進
中
で
す
！

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

☆
夏
季
研
修
会

・
場
所 

 
 

プ
レ
ラ
に
し
の
み
や

 
 

日
時 

 
 

8
月
18
（
日
）
受
付

9
時
45
分

実
習
10
時
～
15
時

 
 

内
容 

 

「
和
食
の
基
本
・
調
理
実
習
」

☆
熟
練
者
講
習

 
 

場
所 

 

エ
ル
大
阪

 
 

日
程 

 
 

8
月
26
（
月
）
～
28
（
水
）

☆
食
育
推
進
員
認
定
講
座

・
新
潟
会
場

 
 

場
所 

 
 

新
潟
県
民
会
館

 
 

日
程 

 

9
月
19
（
木
）

・
京
都
会
場

11
月
予
定
・
場
所
未
定

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

今
後
の
予
定

川上 幸男氏

☆☆☆  編集後記  ☆☆☆

厳しい暑さの中、体調管理は大丈夫でしょうか？睡眠・休養はしっかり取り

仕事に備えましょう。「はぐくみ」では載せる記事を募集しています。


