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正
直
言
っ
て
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
方
が
参
加

し
て
く
れ
る
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
で

も
、
せ
っ
か
く
応
募
し
て
い
た
だ
い
た
の
に
、
役

の
数
が
足
り
な
い
と
い
う
理
由
で
お
断
り
す
る
の

は
あ
ま
り
に
も
寂
し
く
て
、
全
員
に
舞
台
に
上
が

っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
一
人
で
言
う
せ

り
ふ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
方
も
い
ま
す
。
で
も
、
そ

う
い
う
方
た
ち
も
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。

当
初
は
、
明
治
用
水
を
題
材
に
、
都
築
弥
厚
を

主
人
公
に
し
た
話
を
考
え
て
い
ま
し
た
。
脚
本
作

り
の
た
め
、
市
史
に
関
す
る
資
料
を
調
べ
て
い
た

と
き
に
見
つ
け
た
の
が
「
四し

本ほ
ん

木ぎ

の
き
つ
ね
」
と

い
う
地
元
に
伝
わ
る
民
話
だ
っ
た
ん
で
す
。
狐
た

ち
を
主
人
公
に
描
け
ば
、
イ
メ
ー
ジ
を
ど
ん
ど
ん

膨
ら
ま
せ
て
い
け
る
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。

今
回
の
お
芝
居
の
テ
ー
マ
は
、
人
間
と
動
物
た

ち
、
人
間
と
自
然
の
「
共
生
」、共
に
生
き
る
と
い

う
こ
と
。
狐
た
ち
も
農
民
が
水
が
な
く
て
困
っ
て

い
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
。
で
も
、
狐
た
ち
も

自
分
た
ち
が
住
ん
で
い
る
森
を
失
う
の
は
つ
ら
い
。

そ
の
両
面
の
気
持
ち
を
描
け
た
ら
な
と
思
っ
て
い

ま
す
。

実
は
、
共
生
に
は
も
う
一
つ
の
側
面
が
あ
る
ん

で
す
。
親
の
世
代
と
子
ど
も
の
世
代
の
違
い
や
差

っ
て
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
よ
ね
。
芝
居
の
中
で
も
、

最
初
は
、
若
い
狐
た
ち
が
大
人
の
狐
に
反
抗
す
る

ん
で
す
が
、
話
し
合
う
こ
と
に
よ
り
、
次
第
に
お

互
い
の
立
場
を
わ
か
り
合
う
。
そ
ん
な
世
代
間
の

「
共
生
」
と
い
う
意
味
も
含
ん
で
い
る
ん
で
す
。

ま
ち
づ
く
り
の
一
つ
と
し
て
こ
の
市
民
創
作
劇

が
企
画
さ
れ
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
を
特
に
意
識
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、

こ
の
芝
居
を
作
っ
て
き
て
、
様
々
な
人
と
の
つ
な

が
り
が
で
き
ま
し
た
。
キ
ャ
ス
ト
や
ス
タ
ッ
フ
は

も
ち
ろ
ん
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
名
前
が
載
ら
な
い

大
勢
の
人
た
ち
も
、
芝
居
作
り
に
手
を
貸
し
て
く

だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
ど
ん
ど
ん
人
の
輪
が
広
が
っ

て
い
く
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
こ
の
芝

居
を
作
っ
て
い
く
過
程
こ
そ
が
、
ま
ち
づ
く
り
に

つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
な
と
い
う
気
は
し
ま
す
。

力
を
合
わ
せ
て
楽
し
く
や
れ
ば
、
必
ず
何
と
か

な
る
と
思
っ
て
、
み
ん
な
で
が
ん
ば
っ
て
い
ま
す
。

本
番
当
日
、
参
加
者
の
ひ
た
む
き
な
姿
を
ぜ
ひ
見

て
い
た
だ
け
た
ら
う
れ
し
い
で
す
。

人間と自然。共に生きる
大切さが伝えられれば。
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第
３
幕�

豊
か
な
演
劇
経
験
を
生
か
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で 

精
力
的
に
芝
居
作
り
に
取
り
組
む
夏
目
さ
ん
に 

市
民
創
作
劇
に
寄
せ
る
思
い
を
お
伺
い
し
ま
し
た
。 

夏目　懋さん
なつめ・つとむ／安城学園高校
で教べんをとる傍ら、同校赴任
以来37年間、演劇部顧問を務め
る。また、市内で活動する劇団
「各駅停車」を主宰。大山町在
住。

芝居の舞台となった「安城ヶ原」は、今のＪＲ安城駅を中
心とした一帯。四本木の森は、明治本町の「北明治稲荷社」
として、今も残されている。
※脚本の基になった民話「四本木のきつね」（文・田中み
のる氏、絵・加藤博氏、発行・安城文化協会）を読むと、
さらに理解が深まる。中央図書館にあります。

市民創作劇 明治用水異聞�

「狐たちの安城ヶ原」�「狐たちの安城ヶ原」�「狐たちの安城ヶ原」�「狐たちの安城ヶ原」�
8月25日�／市民会館サルビアホール 

※白色の入場整理券は、１回目・２回目どちらでも入場できます。 

好評につきにつき�

追加公演�
決定！�

好評につき�
追加公演�
決定！�

入場無料 
要整理券 
※市民会館で配布中 

開演１回目�午後２時　２回目�午後５時30分（追加公演） 

＊問い合わせ＊ 
市民会館�〈75〉1151
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