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ま
い
づ
る
細
川
幽
斎
田

辺
城
ま
つ
り
が
近
付
い
て

き
た
の
で
、
今
回
は
ち
ょ
っ

と
わ
し
の
話
を
し
よ
う
か

の
。

細
川
藤
孝
と
織
田
信
長

「
ゆ
う
さ
い
く
ん
」
こ
と
わ
し
は

細ほ
そ
か
わ
ゆ
う
さ
い

川
幽
斎
と
い
い
、
天
文
３
年（
１
５
４

３
）年
、京
都
生
ま
れ
。ず
っ
と
室
町
幕
府

の
将
軍
に
仕
え
て
支
え
て
お
っ
た
。幽
斎

は
出
家
し
て
か
ら
の
名
前
で
、若
い
頃
は

「
藤ふ

じ
た
か孝
」と
い
う
た
。こ
の
名
前
は
、将
軍
・

足あ
し
か
が
よ
し
ふ
じ

利
義
藤
（
義よ

し
て
る輝
）
様
か
ら
一
字
い
た
だ

い
た
由
緒
あ
る
名
前
な
ん
じ
ゃ
。昔
は
、

子
ど
も
時
代
、
成
人
後
、
そ
し
て
出
家
と

ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
て
名
前
を
変
え
た
ん

じ
ゃ
。

こ
の
頃
は
、
皆
も
知
っ
て
の
と
お
り
、

幕
府
の
力
が
弱
ま
っ
て
き
た
代
わ
り
に

各
地
の
戦
国
大
名
が
力
を
付
け
て
き
て

お
っ
た
。尾お

わ
り
の
く
に

張
国
（
愛
知
県
）
を
治
め
て

お
っ
た「
織
田
信
長
」も
そ
の
１
人
じ
ゃ
。

わ
し
は
、
地
方
で
ひ
っ
そ
り
暮
ら
し

て
い
た
将
軍
（
義
輝
）
の
弟
・
義よ

し
あ
き昭
様
を

次
の
将
軍
に
す
る
た
め
に
、
信
長
殿
の

力
を
借
り
て
成
功
さ
せ
た
が
、
次
第
に

義
昭
様
と
信
長
殿
の
仲
が
悪
く
な
っ
て

し
も
う
て
、
信
長
殿
に
仕
え
る
こ
と
に

な
っ
た
ん
じ
ゃ
。信
長
殿
が
全
国
統
一
を

目
指
す
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
は
わ
し

な
ん
じ
ゃ
。今
と
な
っ
て
は
、
当
然
だ
と

思
う
じ
ゃ
ろ
が
、
長
年
、
室
町
幕
府
に
仕

え
て
き
た
わ
し
に
し
た
ら
大
き
な
決
断

じ
ゃ
っ
た
。先
を
読
む
目
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
か
の
う
。

幽
斎
と
舞
鶴

わ
し
が
信
長
殿
か
ら
丹
後
国
を
与
え

ら
れ
た
の
が
、
天
正
８（
１
５
８
０
）年
、

47
歳
の
時
じ
ゃ
。与
え
ら
れ
た
と
い
う

て
も
当
時
は
ま
だ
足
利
氏
一
族
の
一い

っ
し
き色

氏
が
力
を
持
っ
て
お
っ
て
完
全
に
ア

ウ
ェ
ー
状
態
じ
ゃ
。そ
ら
大
変
じ
ゃ
っ

た
。上
司
に「
行
け
！
」と
言
わ
れ
た
ら
行

く
し
か
な
い
か
ら
の
ぉ
。少
し
ず
つ
地
域

の
者
た
ち
と
関
係
を
築
い
て
、や
が
て
一

色
氏
を
滅
ぼ
し
、
関
ヶ
原
の
戦
い
の
後
、

九
州
に
移
る
ま
で
の
約
20
年
間
、丹
後
国

を
平
穏
に
治
め
た
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
。

田
辺
城
は
、
天
正
10（
１
５
８
２
）年
頃

か
ら
10
年
も
の
年
月
を
か
け
て
造
り
上

げ
た
わ
し
の
城
じ
ゃ
。こ
の
土
地
は
、
い

く
つ
も
の
川
が
流
れ
込
ん
で
い
た
湿
地

帯
で
城
に
は
向
い
と
ら
ん
か
っ
た
が
、今

の
伊
佐
津
川
を
造
っ
て
川
の
流
れ
を
変

え
た
ん
じ
ゃ
。大
工
事
で
苦
労
し
た
わ
。

今
み
た
い
に
便
利
な
重
機
も
無
い
し
、人

力
や
か
ら
の
ぉ
。わ
し
が
住
ん
ど
っ
た
頃

は
、
も
っ
と
広
く
て
豪
華
で
あ
っ
た
ぞ
。

本
丸
を
囲
ん
で
二
ノ
丸
、三
ノ
丸
が
あ
る

平
城
︵
※
︶
で
、
鶴
が
羽
を
広
げ
た
よ
う
な

姿
か
ら
「
舞
鶴
城
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
っ

た
。家
臣
を
住
ま
わ
せ
、
職
人
や
商
人
を

集
め
て
町
を
つ
く
る
こ
と
で
田
辺
城
を

中
心
に
西
舞
鶴
を
城
下
町
と
し
て
発
展

さ
せ
た
ん
じ
ゃ
。「
職
人
」「
紺
屋
」「
魚
屋
」

な
ど
の
地
名
は
今
で
も
残
っ
て
お
る
が

当
時
、同
じ
職
業
の
も
の
が
集
ま
っ
て
で

き
た
ま
ち
な
ん
じ
ゃ
。

残
っ
て
お
る
自
画
像
は
、
出
家
し
た
後

で
坊
主
頭
に
な
っ
と
る
が
、若
い
頃
は
自

分
で
言
う
の
も
な
ん
じ
ゃ
が
、
な
か
な

か
の「
イ
ケ
メ
ン
」じ
ゃ
っ
た
。当
時
の
武

士
は
、弓
・
馬
・
剣
な
ど
の
武
術
は
も
ち
ろ

ん
、
文
化
的
な
高
い
教
養
も
必
要
で
、
わ

し
は
和
歌
や

能
楽
、茶
の
湯

の
知
識
は
超

一
流
と
言
わ

れ
て
お
っ
た
。

「
古こ

き

ん

で

ん

じ

ゅ

今
伝
授
」

は
、平
安
時
代

に
ま
と
め
ら

れ
た
古
今
和

歌
集
の
解
釈

の
秘
密
の
教

え
を
伝
え
受
け
る
こ
と
で
、一
流
の
文
化

人
に
の
み
許
さ
れ
た
ん
じ
ゃ
が
、わ
し
も

そ
の
一
人
な
ん
じ
ゃ
。コ
ピ
ー
も
録
音
も

な
い
時
代
、人
か
ら
人
へ
何
年
も
か
け
て

メ
モ
書
と
口
伝
え
を
も
と
に
、頭
の
中
に

記
録
し
て
、ま
た
次
の
世
代
へ
伝
え
た
ん

じ
ゃ
。今
で
い
う「
文
武
両
道
」、
ス
ポ
ー

ツ
も
勉
強
も
で
き
る
男
と
い
う
こ
と

じ
ゃ
。わ
し
も
な
か
な
か
や
る
じ
ゃ
ろ
？

子
ど
も
版
「
広
報
ま
い
づ
る
」

若いころは
もっとイケメン

▲細川幽斎像（天授庵蔵）

※平城…戦国時代末期から江戸時代に発展した平地に建設された城。交通や商業の要の平地に建設することで城下町が発展した。
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教室と相談 問健康づくり課（☎65・0065）

食
べ
物
を
買
う
と
き「
ダ
イ
エ
ッ
ト
○
○
」「
○
○

ゼ
ロ
」
と
書
か
れ
た
商
品
を
選
ぶ
な
ど
カ
ロ
リ
ー

を
気
に
す
る
人
は
多
い
と
思
い
ま
す
。一
方
、
調
味

料
を
か
け
す
ぎ
た
り
濃
い
味
付
け
に
す
る
な
ど
、

つ
い
塩
分
を
取
り
す
ぎ
て
い
ま
せ
ん
か
？
カ
ロ
リ

ー
だ
け
で
な
く
、
塩
分
も
意
識
し
た
健
康
的
な
食

生
活
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

塩
分
の
取
り
す
ぎ
は
病
気
の
元

塩
分
は
目
に
見
え
ず
、
自
分
が
１
日
に
何
㌘
摂

取
し
て
い
る
か
を
把
握
し
て
い
る
人
は
ほ
と
ん
ど

い
ま
せ
ん
。昨
年
度
実
施
し
た
市
民
ア
ン
ケ
ー
ト

の
結
果
で
は
「
う
す
味
に
気
を
付
け
て
い
る
人
」
の

割
合
は
20
〜
50
歳
代
で
42
・
１
㌫
、60
歳
以
上
で
62
・

減
塩
社
会
に
向
け
て

し
か
し
、同
調
査
に
よ
る
と
食
塩
摂
取
量
が
こ
の
10

年
間
ず
っ
と
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
国
が
減

塩
を
呼
び
掛
け
て
い
る
こ
と
や
そ
れ
に
合
わ
せ
て
企

業
が
減
塩
を
売
り
に
し
た
商
品
の
販
売
に
取
り
組
ん

で
い
る
こ
と
な
ど
が
理
由
の
１
つ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
食
品
に
は
◇
エ
ネ
ル
ギ
ー
◇
た
ん
ぱ
く
質

◇
脂
質
◇
炭
水
化
物
◇
ナ
ト
リ
ウ
ム（
食
塩
相
当
量
）

の
成
分
表
示
が
義
務
付
け
ら
れ
る
な
ど
国
民
一
人
ひ

と
り
が
成
分
を
意
識
し
て
食
生
活
を
送
れ
る
よ
う
取

り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。し
か
し
、市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の

結
果
で
は
こ
れ
ら
の
成
分
表
示
を
必
ず
見
る
人
の
割

合
は
15
㌫
程
度
と
低
い
の
が
現
状
で
す
。カ
ロ
リ
ー

や
ア
レ
ル
ギ
ー
品
目
だ
け
で
な
く
、
塩
分
量
に
も
注

意
し
て
食
品
を
買
う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

こ
の
ほ
か
、
飲
食
店
で
も
メ
ニ
ュ
ー
に
エ
ネ
ル
ギ

ー
や
ナ
ト
リ
ウ
ム（
食
塩
相
当
量
）を
表
示
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
増
え
て
い
ま
す
。

「
今
、ど
れ
ぐ
ら
い
の
塩
分
や
カ
ロ
リ
ー
を
摂
取
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
意
識
し
な
が
ら
食
事
を
取
る

こ
と
が
減
塩
を
は
じ
め
、
健
康
を
意
識
し
た
食
生
活

に
は
大
切
で
す
。

ち
ょ
っ
と
の
工
夫
で
毎
日
減
塩

減
塩
に
向
け
て
日
々
の
食
生
活
か
ら
始
め
ら
れ
る

簡
単
な
工
夫
を
紹
介
し
ま
す
。

▪「
塩
味
」に
頼
ら
ず
他
の
味
覚
で
ひ
と
工
夫

❖
香
辛
料
で
ピ
リ
ッ
と（
コ
シ
ョ
ウ
・
ト
ウ
ガ
ラ
シ
な
ど
）

❖
酸
味
で
ス
ッ
キ
リ
と（
レ
モ
ン
、酢
な
ど
）

❖
風
味
で
ふ
ん
わ
り
と（
シ
ョ
ウ
ガ
、ネ
ギ
な
ど
）

▪
塩
分
の
多
い
汁（
物
）に
要
注
意

❖
ラ
ー
メ
ン
な
ど
麺
類
の
ス
ー
プ
は
飲
ま
ず
に
捨
て
る

❖
味
噌
汁
は
１
日
１
杯
程
度
に
す
る

８
㌫
と
、
前
回（
平
成
24
年

度
）
と
比
べ
て
や
や
減
少

傾
向
に
あ
り
ま
す
。

塩
分
の
取
り
過
ぎ
は
生

活
習
慣
病
で
あ
る
「
高
血

圧
」を
引
き
起
こ
し
、
脳
血

管
疾
患
や
心
疾
患
な
ど
の

病
気
を
引
き
起
こ
す
こ
と

も
あ
り
ま
す
。40
〜
74
歳

を
対
象
に
し
た
特
定
健
診

の
結
果
で
は
、
血
圧
を
下

げ
る
薬
を
服
用
し
て
い
る

人
が
、
市
民
の
約
４
人
に

１
人
に
上
り
、
府
下
平
均

よ
り
も
多
い
傾
向
に
あ
り

ま
す
。

日
本
食
と
塩
分

厚
生
労
働
省
は
塩
分
の
摂
取
目
標
量
を
１
日
当
た

り
男
性
８
㌘
未
満
、女
性
７
㌘
未
満
と
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、同
省
の
平
成
28
年
国
民
健
康
・
栄
養
調
査
に

よ
る
と
日
本
人
は
１
日
当
た
り
平
均
で
男
性
10
・
８

㌘
、女
性
９
・
２
㌘
の
塩
分
を
摂
取

し
て
お
り
、
男
女
と
も
に
国
の
目

標
を
達
成
で
き
て
い
ま
せ
ん
。こ

れ
は
、脳
が
塩
味
を「
お
い
し
い
」と

感
じ
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
こ
と

に
加
え
醤
油
、味
噌
、漬
け
物
、梅
干

し
な
ど
、
食
材
を
塩
で
長
期
保
存

す
る
食
文
化
が
あ
る
た
め
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

減
塩
の
す
ゝ
め
　
し
ょ
っ
ぱ
い
味
に
ご
用
心

問
健
康
づ
く
り
課（
☎
65
・
０
０
６
５
）

対象 日時 内容 定員 料金 申し込み

健やか育児相談 乳幼児の保護者 ４月 23 日㈪
９時 30 分～ 11 時

❖育児の悩み相談
❖歯・食事の相談 など なし 無料 不要

歯っぴースマイル教室
（２歳児むし歯予防教室）

２歳６か月児 H27.4.23 ～ 10.23 生まれ ４月 19 日㈭
９時～ 10 時 45 分

❖歯の話
❖歯科健診
❖フッ素塗布 

先着各
20 人 300 円 前日までに電話で

２歳児 H27.10.24 ～ 28.4.27 生まれ

離乳食教室 ５～６か月児の保護者 ４月 20 日㈮
14 時～ 15 時 30 分 離乳食の話と試食 先着

15 人 無料 前日までに電話で

助産師相談 妊産婦、新生児・乳児 ４月 18 日㈬
９時～ 11 時

妊娠中の相談、
産後や子育ての相談 なし 無料 不要

栄養成分表示を活用しよう
栄養成分表示はそれぞれ１個当

たり、１さじ当たり、100㌘当た
りなどの食品単位で記載されてい
ます。

塩分量の表示は食塩相当量と
ナトリウム量のどちらか、また
は両方が表示されています。「食
塩相当量」が記載されている場
合はそのまま塩分量として、「ナ
トリウム量」が記載されている場合はナト
リウム 400㍉㌘≒食塩相当量１㌘として考
えてください。ナトリウム量を 2.5 倍する
とおよその食塩相当量になります。

栄養成分○㌘当たり
エネルギー ○㌔㌍
たんぱく質 ○㌘
脂質 ○㌘
炭水化物 ○㌘
食塩相当量 ○㌘
▲栄養成分表示の例

20～50代 60歳以上

43.1 42.1 64.5 62.8
平成24年度
平成29年度

うす味を心掛けている人の割合
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