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佐土原本店
熊本市東区佐土原1-12-1（佐土原バス停前）

096-360-8488
昼／11:00～15:30（オーダーストップ15:00）
夜／17:00～21:30（オーダーストップ21:00）
定休日／毎週火曜日（祝日の場合翌日振替） 
　　　　7・8月、12・1月は不定休

営業
時間
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寿  
命 
と
は
何
だ
ろ
う
と
考

じ
ゅ 
み
ょ
う

え
る
。 
放  
射  
能  
汚  
染 
、 
無  
差 

ほ
う 
し
ゃ 
の
う 

お 

せ
ん 

む 

さ

 
別  
殺  
傷  
事  
件 
。
京
都
市
内
で

べ
つ 
さ
っ 
し
ょ
う 

じ 

け
ん

の
暴
走
車
の
一
件
以
来
、
相

次
い
で
同
じ
こ
と
が
起
こ
る
。

た
ま
た
ま 
居  
合 
わ
せ
て
被
害

い 

あ

に 
遭 
わ
れ
た
方
、
突
然
の 
悲 

あ 

ひ

 
報 
を
知
ら
さ
れ
た
ご
家
族
を

ほ
う思

う
と
居
た
た
ま
れ
な
い
。

こ
れ
ほ
ど
「
い
の
ち
」
と
い

う
言
葉
が 
流  
布 
し
て
い
る
の

る 

ふ

に
、「
誰
で
も
よ
か
っ
た
」、

「
考
え
事
を
し
て
い
た
」、

「
居
眠
り
を
し
て
し
ま
っ

た
」
と 
身  
勝  
手  
極 
ま
り
な
い

み 

が
っ 

て 

き
わ

言
葉
に 
終  
焉 
を
感
じ
る
。

し
ゅ
う 
え
ん

　

自
分
の
い
の
ち
を

　

引
き
伸
ば
す
だ
け
な
ら

　

そ
れ
は
長
生
き
で
は
な
い

　

自
分
の
か
ら
だ
が
丈
夫
に

　

な
る
だ
け
な
ら

　

そ
れ
は
健
康
で
は
な
い

　
 
星  
野  
富  
弘 
氏
の
言
葉
だ
。

ほ
し 

の 

と
み 
ひ
ろ

　

お 
釈  
迦 
さ
ま
は
、「 
無  
寿 

し
ゃ 

か 

む 

り
ょ
う

 
命 
」（ 
阿  
弥  
陀 
）
と
説
か
れ
た
。

じ
ゅ 

あ 

み 

だ

私
と
い
う
限
ら
れ
た
い
の
ち

を 
超 
え
た
世
界
で
あ
る
。

こ

　
 
幼 
い 
頃 
、
人
間
の
寿
命
は

お
さ
な 

こ
ろ

 
閻  
魔  
大  
王 
の 
巻  
物 
に 
記 
さ
れ

え
ん 

ま 

だ
い 
お
う 

ま
き 
も
の 

し
る

て
あ
る
と
聞
き
、 
友 
だ
ち
と

と
も

近
く
の 
神  
社 
に 
忍 
び 
込 
ん
だ

じ
ん 
じ
ゃ 

し
の 

こ

こ
と
が
あ
る
。
い
の
ち
を
自

分
の
時
間
に
納
め
た
か
っ
た

の
だ
ろ
う
。
あ
れ
か
ら　

年
。

４０

　

先
日
、 
納  
骨  
堂 
の 
扉 
の
前

の
う 
こ
つ 
ど
う 

と
び
ら

に 
座 
り
、
手
を
合
わ
せ 
語 
り

す
わ 

か
た

か
け
る
姿
を
見
か
け
た
。

ま
っ
た
く
い
の
ち
を
忘
れ
て

い
る
自
分
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　

名
人
、 
三  
遊  
亭  
圓  
歌 
師
匠

さ
ん 
ゆ
う 
て
い 
え
ん 

か

の 
十  
八  
番 
を 
拝  
聴 
し
た
。
共

お 

は 

こ 

は
い 
ち
ょ
う

に
生
き
て
い
る
慶
び
を
感
じ

る
言
葉
に
た
く
さ
ん
出
遇
え

た
。
現
代
は
、
言
葉
を 
交 
わ

か

さ
な
く
な
っ
た
。
顔
も
見
な

い
、
文
字
も
書
か
な
く
な
っ

た
。
そ
れ
は
、
過
去
と
い
う

「
寿
命
」
の 
記  
憶  
喪  
失 
に

き 

お
く 

そ
う 

し
つ

 
陥 
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

お
ち
い

　
 
誰 
も
が
誰
か
の 
名 
を 
叫 
び

だ
れ 

な 

さ
け

た
い
時
が
あ
る
。
そ
れ
が
、

誰
で
も
い
い
わ
け
が
な
い
。

し
か
し
、
記
憶
を 
失 
く
せ
ば

な

た
だ
の 
雄  
叫 
び
と
な
る
。
そ

お 

た
け

ん
な 
空 
し
さ
は
い
や
だ
。
私

む
な

た
ち
は
人
間
で
あ
る
は
ず
だ
。
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〒862-0910　熊本市東区健軍本町6-10　電話 096-369-1138

生　春翠・勝弘指導者

漢字／臨書／かな／ペン／漢字／臨書／かな／ペン／
くらしの書（実用書道）くらしの書（実用書道）

成人部

幼児・小中学生幼児・小中学生
各学年（毛筆・硬筆）各学年（毛筆・硬筆）

生徒部
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今
日
、
ミ
ン
ガ
ス
を
聞
い

た
。　

年
ぶ
り
に
聞
い
た
。

３０

昔
の
友
に
会
っ
た
よ
う
な
と

て
も 
懐 
か
し
く
、 
嬉 
し
く
感

な
つ 

う
れ

動
し
た
。
ず
っ
と
ず
っ
と 
想 おも

い
続
け
て
い
た
。
時
間
の 
経 けい

 
過 
と
共
に
、
思
い
出
し
て
は
、

かま
た 
忘  
却 
の 
彼
方 
に
消
え
て

ぼ
う 
き
ゃ
く 

か
な
た

い
く
。

　

太
い
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
ベ
ー

ス
の
イ
ン
ト
ロ
に
続
き
、

ジ
ャ
ム
セ
ッ
シ
ョ
ン
が
は
じ

ま
る
。
ミ
ン
ガ
ス
グ
ル
ー
プ

お
よ
び 
前  
衛  
派 
の
そ
う
そ
う

ぜ
ん 
え
い 

は

た
る
サ
ッ
ク
ス
プ
レ
イ
ヤ
ー

が 
集  
結 
し
て
の
競
演
。
演
奏

し
ゅ
う 
け
つ

曲
は
エ
リ
ン
ト
ン
の
C
ジ
ャ

ム
ブ
ル
ー
ス
。 
心  
沸 
き
立
つ

こ
こ
ろ 

わ

よ
う
な
、
と
て
も
じ
っ
と
し

て
聞
い
て
い
ら
れ
な
い 
興  
奮 
。

こ
う 
ふ
ん

体
が
自
然
と
ス
イ
ン
グ
す
る
。

　

年
前
の 
八  
代 
の
と
あ
る

や
つ 

し
ろ

３０

ジ
ャ
ズ 
喫  
茶 
。
当
時
私
は
大

き
っ 

さ

手
量
販
店
に 
勤  
務 
し
て
お
り
、

き
ん 

む

宮
崎
か
ら
八
代
に 
体 
一
つ
転

か
ら
だ

勤
し
て
き
た
ば
か
り
で
あ
っ

た
。
大
学
卒
業
し
た
て
の

自
分
は
、
理
想
と
現
実
の

ギ
ャ
ッ
プ
を
い
や
と
い
う
程

思
い
知
ら
さ
れ
、
生
き
て
い

く
辛
さ
を
か
み
し
め
て
い
た
。

当
時 
精  
神  
的 
に 
疲  
労  
困  
憊 
し

せ
い 
し
ん 
て
き 

ひ 

ろ
う 
こ
ん 
ぱ
い

き
っ
て
い
た
自
分
を
唯
一

救
っ
て
く
れ
た
の
が
ジ
ャ
ズ

で
あ
っ
た
。 
薄  
暗 
い 
喫  
茶  
店 

う
す 
ぐ
ら 

き
っ 

さ 

て
ん

の 
片  
隅 
に
モ
ノ
ト
ー
ン
の
ミ

か
た 
す
み

ン
ガ
ス
の
レ
コ
ー
ド
ジ
ャ

ケ
ッ
ト
が
オ
レ
ン
ジ
色
の
ダ

ウ
ン
ラ
イ
ト
を 
浴 
び 
佇 
ん
で

あ 

た
た
ず

い
た
。　

の
ス
ピ
ー
カ
ー
か

JBL

ら
飛
び
出
し
て
く
る
生
き
様

を 
綴 
っ
た
音
の 
洪  
水 
。
私
と

つ
づ 

こ
う 
ず
い

ジ
ャ
ズ
と
の
付
き
合
い
は
も

う　

年
近
く
続
い
て
い
る
…
。

４０
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「 
古  
典 
」
は
、
漢
字
の
並
び

こ 

て
ん

を
丸
暗
記
し
た
文
法
で
解
く
、

ま
る
で
「
暗
号
」
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
一
つ
の
漢
字
を 
甲 こう

 
骨  
文  
字 
に
直
す
こ
と
に
よ
り

こ
つ 

も 

じ

本
来
の
意
味
を
知
る
こ
と
が

で
き
た
。 
論  
語 
か
ら
、 「
過 
ち

ろ
ん 

ご 

あ
や
ま

て
は 
即 
ち 
改 
む
る
に 
憚 
る
こ

す
な
わ 

あ
ら
た 

は
ば
か

と
な
か
れ
」
を
引
か
れ
、

「 
過 
」
は
人
間
の
本
性
か
ら

あ
や
ま
ち

は
み
出
し
た
「 
過 
ぎ
た
」
部

す

分
で
あ
る
。「 
改 
」
の
「
己
」

あ
ら
た
め
る

は
ヘ
ビ
、「
攵
」
は 
鞭  
打 
つ
こ

む
ち 

う

と
。
つ
ま
り
人
が
過
ち
を
犯

し
た
時
、
そ
の
人
自
身
が
過

ち
で
は
な
く
、
過
ぎ
た
部
分

が
そ
う
で
あ
り
、
そ
れ
を
切

り
離
す
こ
と
で
あ
る
。
甲
骨

文
字
か
ら
論
語
の
本
意
が
見

え
て
く
る
。 
孔  
子 
の
教
え
が

こ
う 

し

現
代
に
当
て
は
ま
る 
驚 
き
と
、

お
ど
ろ

受
験
勉
強
で
は
感
じ
ら
れ
な

か
っ
た
奥
深
さ
、 
面  
白 
さ
に

お
も 
し
ろ

気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
。
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３
月　

日
、
京
都
・ 
本  
山 

ほ
ん 
ざ
ん

２９

 
佛  
光  
寺 
に
て 
得  
度  
式 
を
受
け

ぶ
っ 
こ
う 

じ 

と
く 

ど 

し
き

た
。
９
歳
か
ら　

代
ま
で
全

７０

国
か
ら
参
加
さ
れ
て
い
た
。

　

夜
、
ろ
う
そ
く
の 
灯
火 
が

あ
か
り

ゆ
れ
る
真
っ
暗
な
本
堂
に
、

 
白  
衣 
を
着
て
入
場
す
る
。
４

は
く 

え

人
ず
つ 
御  
尊  
前 
に
座
り
、
白

ご 

そ
ん 
ぜ
ん

い
布
を
頭
に
か
け
ら
れ
順
番

に 
剃  
刀 
を
い
た
だ
く
。 
厳 
か

て
い 
と
う 

お
ご
そ

な
空
気
に 
緊  
張 
が
高
ま
る
。

き
ん 
ち
ょ
う

そ
の
後
、 
黒  
衣 
に 
墨  
袈  
裟 
姿

こ
く 

え 

す
み 

げ 

さ

に
な
り
宗
祖
の
前
で
勤
行
す

る
。 
法  
名 
は
、「 
釋   
博  
真 
」。

ほ
う 
み
ょ
う 

し
ゃ
く 

は
く 
し
ん

「
博
」
と
は
何
か
、「
真
」
と

は
何
か
、
仏
弟
子
と
し
て
の

課
題
を
実
感
し
た
。
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
や
境
遇
は
違
え
ど

も
、
教
え
の
元
に
繋
が
っ
て

い
る
こ
と
を
感
じ
た
。

　

最
後
に
、
仏
教
の
長
い
歴

史
の
流
れ
の
最
先
端
に
、
新

し
く
「 
阿  
弥  
陀  
寺 
」
と
い
う

あ 

み 

だ 

じ

寺
院
が
誕
生
し
た
こ
と
の
意

味
を
強
調
さ
れ
た
。

　

そ
れ
は
、
多
く
の
人
た
ち

か
ら
支
援
と
ご
縁
を
い
た
だ

い
た
と
い
う
喜
び
で
あ
り
、

ま
た
仏
教
と
の
関
わ
り
が
希

薄
に
な
っ
て
い
る
現
代
に
お

い
て
、
お
寺
の
存
在
意
義
と

は
何
な
の
か
、
と
い
う
問
い

か
け
で
も
あ
る
。

　

人
か
ら
人
へ
伝
え
ら
れ
支

え
ら
れ
た
「
教
え
」
が
生
き

て
い
る
場
に
い
る
有
り
難
さ
、

喜
び
に
気
づ
か
さ
れ
た
法
話

で
あ
っ
た
。　
（
栃
原
真
人
）
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彼
岸
会
法
要
の
ご
法
話
を

聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。
イ

ン
ド
で
誕
生
し
た
仏
教
が
日

本
に
伝
来
し 
親  
鸞  
聖  
人 
が

し
ん 
ら
ん 
し
ょ
う 
に
ん

浄
土
真
宗
を
開
く
ま
で
を
、

 
正  
信  
偈 
に
登
場
す
る
七
人

し
ょ
う 
し
ん 

げ

の
高
僧
の
紹
介
を
ま
じ
え
て

話
さ
れ
た
。

　

そ
の
浄
土
真
宗
と
い
う
教

え
を
伝
え
る
な
か
に
、 
佛  
光 

ぶ
っ 
こ
う

 
寺  
派 
と
い
う
教
団
が
あ
り
、

じ 

は

そ
の
成
立
と
歴
史
、
他
派
と

の
違
い
を
話
さ
れ
た
。
皆
さ

ま
、
関
心
が
強
く
う
な
ず
き

な
が
ら
聞
い
て
お
ら
れ
た
。
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安  
田  
登 
先
生
の 
寺  
子  
屋 

や
す 

だ 

の
ぼ
る 

て
ら 

こ 

や

第
3
回
は
、　

月
３
日
（
土
）

１１

に
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
 
元  
大  
相  
撲  
力  
士 
、

も
と 
お
お 

ず 

も
う 
り
き 

し

 
一  
ノ  
矢 

い
ち 

の 

や

氏
を
お 
招 
き
し
て
、
安
田
登

ま
ね

先
生
と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

開
催
し
ま
す
。

　

一
ノ
矢
氏
は
初
の
国
立
大

学
出
身 
力  
士 
で
あ
り
、　

歳

り
き 

し

４６

　

か
月
ま
で
大
相
撲
の
土
俵

１１に
上
が
っ
て
い
た
と
い
う
、

昭
和
以
降
の 
最  
高  
齢 
の
記
録

さ
い 
こ
う 
れ
い

を
持
つ
力
士
。
著
書
は
、『
お

相
撲
さ
ん
の�
 
腰  
割 
り�
ト

こ
し 

わ

レ
ー
ニ
ン
グ
に
隠
さ
れ
た
す

ご
い
秘
密
』（
実
業
之
日
本

社
）
等
多
数
。
詳
細
は
、
後

日
ご
案
内
を
い
た
し
ま
す
。
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右
記
の
通
り
の
日
程
で
開

催
い
た
し
ま
す
。
お
寺
で 
稽 けい

 
古 
、

こ

 
寝  
食 
を
共
に
す
る
２
泊

し
ん 
し
ょ
く

３
日
の
研
修
会
で
す
。
対
象

学
年
は
、
小
学
２
年
生
か
ら

中
学
３
年
生
で
す
。
定
員
が

　

名
で
す
の
で
お
早
め
に
お

１５申
し
込
み
願
い
ま
す
。

　

子
ど
も
達
が
「 
能 
」
を
通

の
う

し
て
見
え
な
い
も
の
を
見
よ

う
、
気
づ
け
な
い
こ
と
に
気

づ
こ
う
と
す
る
豊
か
な
心
を

学
び
ま
す
。ま
た
、　

日（
土
）

１８

の
夜
に
は
、「
お
と
な
能
チ
ャ

レ
ン
ジ
」
も
開
催
し
ま
す
。

ど
な
た
で
も
ご
自
由
に
ご
参

加
く
だ
さ
い
。
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総
代
の 
森  
雄  
二 
氏
が
「
オ

も
り 
ゆ
う 

じ

フ
・
ビ
ー
ト
」
と
題
し
て
、

 
Ｊ
Ａ
Ｚ
Ｚ 

ジ

ャ

ズ

に 
熱  
狂 
し
た
青
春

ね
っ 
き
ょ
う

時
代
を 
回  
想 
し
た
小
文
を
連

か
い 
そ
う

載
し
ま
す
。

　

オ
フ
・
ビ
ー
ト
と
は
、
ジ
ャ
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さ
か 

い 

く
に 
よ
し
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電  
子  
書  
籍  
化 
が
進
む
今
、

で
ん 

し 

し
ょ 
せ
き 

か

や
は
り
従
来
の「
紙
の
本
」

が
よ
い
の
か
、
そ
れ
と
も
、

時
代
の
当
然
の 
要  
請 
と
し

よ
う 
せ
い

て
「
電
子
書
籍
」
が
よ
い

の
か
？

　

本
書
で
は
、
脳
の
特
性

と
不
思
議
を
説
き
、
読
書

が
脳
に
与
え
る 
影  
響 
に 
言 

え
い 
き
ょ
う 

げ
ん

 
及 
し
つ
つ
、
実
際
に
「
紙

き
ゅ
う

の
本
」
と
「
電
子
書
籍
」

を
使
っ
て
読
書
し
た
場
合

の
脳
の
反
応
に
つ
い
て
解

説
す
る
。
紙
の
本
も
電
子

書
籍
も
、
結
局
は
「
使
う

側
」
の
意
識
が
カ
ギ
を

 
握 
っ
て
い
る
と
し
な
が
ら

に
ぎも

、
著
者
が
人
に
と
っ
て

の
「
紙
の
本
」
の
重
要
性

を
強
調
し
、
加
え
て
、
学

校
教
育
の
一
つ
の
提
案
で

あ
る
「
電
子
教
科
書
」
に

つ
い
て
、
そ
の
安
易
な
移

行
に 
警  
鐘 
を
鳴
ら
す
理
由

け
い 
し
ょ
う

と
は
？　
「
紙
の
本
」の
風

合
い
・
質
感
・
活
字
の
存

在
感
を
こ
よ
な
く
愛
す
る

人
も
、「
電
子
書
籍
」
の
簡

便
さ
に 
魅  
了 
さ
れ
て
い
る

み 

り
ょ
う

人
も 
必  
読 
の
、
脳
と
読
書

ひ
つ 
ど
く

の
意
外
な
関
係
。
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ズ
や
ロ
ッ
ク
に
於
い
て 
弱  
拍 

じ
ゃ
く 
は
く

で
あ
る
べ
き
所
を
強
調
し
て

 
演  
奏 
す
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。

え
ん 
そ
う

お
寺
で 
不  
定  
期 
で
す
が
ジ
ャ

ふ 

て
い 

き

ズ
鑑
賞
会
を
し
て
い
ま
す
。
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�

�
様
々
な
ご
事
情
で
、
ご
法

事
等
が
勤
め
ら
れ
な
い
と
い

う
ご
相
談
を
受
け
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
、
永
代
経
供
養
帳

に
ご
法
名
、
ご
命
日
を
記
入

し
て 
読  
経 
い
た
し
ま
す
。

ど 

き
ょ
う
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�

　

納
骨
堂
、
墓
地
、
墓
石
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

皆様のご参加をお待ちしております。

ご希望の方は、「ご案内・申込書」を送

付しますので、ご連絡ください。

　電話　 ０９６－２８９－０４２４　（大谷）
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