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待望の
新作
待望の
新作 穂の国探求

…語り継ぎたい東三河の歩み

定価 1600 円（税込 1760 円）著者　大塚耕平
お問い合わせは…東愛知新聞社　TEL.0532-32-3111

　歴史研究家であり、参議院議
員でもある大塚耕平が「穂の国
東三河」を語る渾身の力作！
　古代から中世・近世・現代に
至るまで、東三河の歴史を辿り、
語り継ぎたい様々な人物や特筆
すべき出来事を収めた東三河研
究必携の書です。
　2020 年 10 月から 2023 年 4
月まで２年半６１回に亘り東愛
知新聞に連載されました。今回、
この本でしか読めない７話が新
たに加筆され更に面白くなりま
した。
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※ 次回の「弘法さん」縁日は令和６年８月２４日 (土 ) です。

　

皆
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
七
月
で

す
。
い
よ
い
よ
夏
本
番
。
暑
い
日
が

続
き
ま
す
が
、
く
れ
ぐ
れ
も
ご
自
愛

く
だ
さ
い
。

　

か
わ
ら
版
で
は
日
常
会
話
の
中
に

含
ま
れ
て
い
る
仏
教
用
語
を
ご
紹
介

し
て
い
ま
す
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
使
っ
て
い
る
仏
教
用
語
。
そ
れ

だ
け
日
本
人
の
生
活
に
溶
け
込
ん
で

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
年
も
猛
暑
が
心
配
で
す
が
、
夏

バ
テ
対
策
に
は
食
生
活
が
大
切
で
す

ね
。
夏
バ
テ
を
防
ぐ
食
べ
物
は
い
ろ

い
ろ
あ
り
ま
す
が
、
納
豆
な
ん
か
も

い
い
で
す
ね
。
こ
の
「
納
豆
」、
実

は
仏
教
に
由
来
す
る
言
葉
で
す
。

　

納
豆
は
中
国
か
ら
仏
教
と
と
も
に

僧
に
よ
っ
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
、
寺

院
で
作
ら
れ
、
や
が
て
人
々
に
普
及

し
て
い
き
ま
し
た
。

　

元
禄
時
代
の
「
本
朝
食
館
」
と
い

う
書
物
に
、
お
寺
の
納
所
（
な
っ
し
ょ
）

で
作
ら
れ
て
い
た
た
め
に
「
納
所
豆
」

と
称
す
る
と
の
記
述
が
あ
り
、
こ
れ

が
単
純
化
し
て
「
納
豆
」
に
な
り
ま

し
た
。
「
納
所
」
は
寺
務
を
し
た
り
、

食
料
を
収
め
て
い
た
場
所
。
壺
や
桶

に
豆
を
入
れ
て
保
管
し
た
そ
う
で
す
。

ま
た
、
初
め
は
寺
納
豆
と
言
っ
た
と

も
伝
わ
り
ま
す
。

　

お
寺
と
食
べ
物
の
関
係
と
言
え
ば

精
進
料
理
が
す
ぐ
思
い
浮
か
び
ま
す
。

過
去
の
か
わ
ら
版
で
お
伝
え
し
た
と

お
り
、「
精
進
」
も
仏
教
用
語
で
す
ね
。

精
進
料
理
に
よ
く
添
え
ら
れ
る
の
が

豆
腐
。
こ
の
「
豆
腐
」
も
仏
教
由
来

の
言
葉
で
す
。

　

「
腐
」
は
「
腐
る
」
と
い
う
意
味
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
国
で
は
ヨ
ー
グ

ル
ト
を
「
乳
腐
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
、

固
い
状
態
で
は
な
い
こ
と
、
あ
る
い

は
液
体
に
近
い
状
態
を
指
し
ま
す
。

「
豆
腐
」
の
「
腐
」
も
そ
う
い
う
意

味
で
す
。

　

豆
腐
も
納
豆
同
様
、
中
国
か
ら
僧

に
よ
っ
て
伝
わ
り
、
お
寺
か
ら
市
井

に
広
ま
り
ま
し
た
。
高
野
豆
腐
、
南

禅
寺
豆
腐
、
空
也
豆
腐
な
ど
、
仏
教

由
来
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
呼
び
方

も
あ
り
ま
す
。

　

肉
を
食
さ
な
い
僧
に
と
っ
て
、
豆

腐
は
重
要
な
蛋
白
源
。
油
揚
げ
、
が

ん
も
ど
き
、
厚
揚
げ
な
ど
の
材
料
に

も
な
り
ま
し
た
。

　

同
じ
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
の
原
形

が
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
に
、
味

噌
、
饅
頭
、
醤
油
、
湯
葉
な
ど
が
あ

り
ま
す
。
味
噌
は
鑑
真
が
伝
え
た
と

い
わ
れ
、
日
本
で
作
ら
れ
た
最
初
の

饅
頭
は
奈
良
饅
頭
で
す
。

　

納
豆
、
豆
腐
、
味
噌
、
醤
油
等
の

材
料
は
大
豆
で
す
。
そ
も
そ
も
大
豆

も
大
陸
由
来
で
あ
り
、
日
本
に
伝
わ
っ

た
の
は
弥
生
時
代
の
よ
う
で
す
。
や

が
て
日
本
で
も
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
最
初
の
頃
は
「
だ
い
ず
」
で

は
な
く
「
お
お
ま
め
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
そ
う
で
す
。

　

奈
良
時
代
に
は
納
豆
、
豆
腐
、
味

噌
、
醤
油
等
が
作
ら
れ
始
め
、「
大
豆
」

の
呼
び
方
も
「
お
お
ま
め
」
か
ら
「
た

と
う
」、「
た
と
う
」
か
ら
「
だ
い
ず
」

へ
と
変
化
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

平
安
時
代
の
日
本
最
古
の
医
学
書

「
医
心
方
（
い
し
ん
ぼ
う
）
」
に
大
豆

の
食
べ
方
や
薬
用
で
の
使
い
方
な
ど

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に

は
精
進
料
理
が
広
が
り
、
室
町
時
代

に
洗
練
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

や
が
て
戦
国
時
代
に
は
、
味
噌
等

は
武
士
や
農
民
の
兵
糧
・
保
存
食
と

し
て
も
重
宝
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
は

町
人
に
も
大
い
に
広
が
り
ま
し
た
。

大
豆
が
材
料
で
は
な
い
で
す
が
、
饂

飩
（
う
ど
ん
）
の
原
形
も
空
海
が
唐

か
ら
持
ち
込
ん
だ
と
伝
わ
り
ま
す
。

　

仏
教
と
と
も
に
伝
来
し
た
食
べ
物

は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
ね
。
し
か
も
、

中
国
よ
り
も
日
本
に
そ
の
食
文
化
が

根
付
い
て
い
る
こ
と
も
不
思
議
で
す
。

で
は
ま
た
来
月
。

※


