
　

10
月
27
日
（
日
）、
い
よ
い
よ
三
河
田
原
駅
が

完
成
し
、
利
用
開
始
と
な
り
ま
す
。
当
日
は
駅
舎

の
完
成
お
よ
び
駅
前
大
通
り
線
の
開
通
を
記
念
し

「
三
河
田
原
駅
周
辺
地
区
ま
ち
開
き
」
の
式
典
が
開

催
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
田
原
市
民
ま
つ
り
や
田
原
市
制
10
周
年
記

念
イ
ベ
ン
ト
な
ど
も
同
時
に
開
催
さ
れ
、
駅
前
が

賑
や
か
な
1
日
と
な
り
ま
す
。

田原市民まつり

平成 25 年10 月15日火

第１９号

●三河田原駅周辺地区まち開き

●大谷屋食堂

発行元 / 株式会社あつまるタウン田原
所在地 / 愛知県田原市田原町萱町 1
TEL/ 0531-24-2345     URL / http://www.tahara-tmo.com/

●新三河田原駅に思いを寄せて
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街あるっく田原

◎
ま
ち
開
き
式

◦
日
時
＝
10
月
27
日
日
午
前
９
時
～

◦
式
典
＝
午
前
９
時
～
／
新
駅
舎
前
）

◦
く
す
玉
割
り
・
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
＝

　

午
前
９
時
30
分
～
／
新
駅
舎
前

※
な
お
、
新
三
河
田
原
駅
舎
は
、

　

当
日
の
始
発
か
ら
利
用
開
始
と

　

な
り
ま
す
。

三
河
田
原
駅
周
辺
地
区
ま
ち
開
き

　
　
　
　
～
新
三
河
田
原
駅
。い
よ
い
よ
始
動
開
始
し
ま
す
～

三河田原駅前

渥美線ホーム

三河田原駅・昭和 42 年
（写真：田原市博物館提供）

三河田原駅・昭和 39年頃
（写真：個人蔵）三河田原駅・平成 25年

完成間近の三河田原駅

戦前の三河田原駅前・昭和初期
（写真：個人蔵）

現在の様子

現在の様子

◆同日開催「田原市民まつり」
　三河田原駅からはなのき広場に向
け、田原市の小学生、スポーツ少年団、
消防団、一般の希望者など、市民の代
表の方によるパレードが行われます。 
　詳しい内容は、田原市民まつりホー
ムページをご覧ください。
URL/http://tahara-fes.sakura.ne.jp/
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二
七
の
市　

移
転
４
周
年
記
念
祭

▼
日
時　

平
成
25
年
10
月
27
日
日
午
前
５
時
～

▼
場
所　

セ
ン
ト
フ
ァ
ー
レ
平
面
駐
車
場
お
よ
び
セ
ン
タ
ー
コ
ー
ト

　
　
　
　
（
田
原
市
田
原
町
萱
町
1
番
地
）

◎
イ
ベ
ン
ト

◦
当
日
お
買
物
３
０
０
円
毎
に
抽
選
券
進
呈
（
午
前
５
時
頃
～
）

◦
ガ
ラ
ガ
ラ
抽
選
開
催
（
午
前
５
時
30
分
～
）

◦
お
し
る
こ
の
無
料
配
布
（
午
前
５
時
30
分
～
）
先
着
３
０
０
名　

▼
お
問
い
合
わ
せ

　

株
式
会
社
あ
つ
ま
る
タ
ウ
ン
田
原　

☎
24
局
２
３
４
５

　
豊
橋
鉄
道
の
社
員
と
し
て
、
渥
美
線
の
歴

史
を
見
て
き
た
豊
橋
鉄
道
取
締
役
の
田
中
敏

和
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

　

渥
美
線
の
あ
ゆ
み
に
つ
い
て
教
え
て
く

　

だ
さ
い
。

　　

渥
美
線
の
歴
史
は
、渥
美
電
鉄（
株
）が
大

正
11
年
３
月
に
設
立
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま

り
ま
す
。
渥
美
線
は
、
渥
美
半
島
に
軍
用
鉄

道
を
走
ら
せ
る
の
が
一
つ
の
目
的
で
し
た
。

◦
渥
美
線
の
歴
史

　
昭
和
13
年
１
月
、
高
師
駅
か
ら
豊
島
駅
ま
で

が
開
業
。
昭
和
13
年
６
月
、
三
河
田
原
駅
ま
で

開
業
。
昭
和
15
年
に
黒
川
（
田
原
市
大
久
保
町
）

ま
で
延
伸
。
戦
時
中
、
鉄
の
需
要
が
必
要
と
な

り
、
昭
和
19
年
、
田
原
か
ら
黒
川
間
の
レ
ー
ル

を
撤
去
。
昭
和
15
年
、
名
古
屋
鉄
道
が
渥
美
電

鉄
と
豊
橋
自
動
車
を
合
併
し
、
名
鉄
渥
美
線
と

な
る
。
昭
和
29
年
10
月
、
渥
美
線
を
豊
橋
鉄
道

が
譲
り
受
け
現
在
に
至
る
。

　

駅
前
大
通
り
線
の
発
展
を
ど
の
よ
う
に

　

感
じ
て
い
ま
し
た
か
？

　　

駅
前
大
通
り
線
は
、
街
全
体
と
し
て
考
え

る
と
、
南
北
を
つ
な
ぐ
大
き
な
役
目
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。
駅
か
ら
蔵
王
山
に
向
か
う
側

を
表
と
す
る
な
ら
ば
、
駅
の
裏
の
開
発
も
進

ん
で
き
ま
し
た
。
田
原
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
建

設
や
渥
美
病
院
の
移
転
、
住
宅
地
な
ど
も
で

き
た
こ
と
に
よ
り
、
大
幅
に
整
備
が
進
み
ま

し
た
。
そ
の
よ
う
な
面
か
ら
も
、
駅
前
大
通

り
線
の
果
た
す
役
割
は
大
き
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

鉄
道
と
田
原
市
街
地
の
発
展
に
つ
い
て

　

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
か
？

　　

田
原
の
街
は
城
下
町
と
し
て
情
緒
が
あ
り

ま
し
た
。
曲
尺
手
（
カ
ネ
ン
テ
）
で
あ
っ
た

り
、
坂
に
な
っ
た
り
し
て
城
下
町
と
し
て
の

風
情
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
「
街
の
発
展
」
＝
「
鉄
道
の
存
続
」
で

す
。
三
河
田
原
駅
で
乗
降
す
る
人
は
一
日
約

３
０
０
０
人
。
毎
日
、
約
１
５
０
０
人
の
お

客
様
に
利
用
し
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
こ

の
人
数
が
も
う
少
し
増
え
る
と
、
活
気
が
あ

る
街
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
に
当
社
と
し
て
は
「
渥
美
線
カ

ラ
フ
ル
ト
レ
イ
ン
」
な
ど
を
企
画
し
て
、
話

題
性
を
提
供
し
、
観
光
客
の
増
加
を
図
っ
て

い
ま
す
。
観
光
列
車
で
は
な
い
の
で
、
難
し

い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
試
行
錯
誤
し
な

が
ら
、
当
社
の
発
展
も
含
め
検
討
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

新
三
河
田
原
駅
舎
へ
の
感
想
・
想
い
を

　

教
え
て
く
だ
さ
い
。

　　

鉄
道
と
い
う
の
は
人
を
運
ぶ
だ
け
で
な

く
、
文
化
も
運
ん
で
い
ま
す
。
駅
が
あ
れ
ば

必
ず
人
が
集
ま
っ
て
き
ま
す
。
渥
美
線
は
小

さ
な
鉄
道
で
す
が
、
三
河
田
原
駅
は
大
き
な

役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
駅
を
ど
う
や
っ
て
活
用
し
て
い
く

の
か
を
、
市
民
の
み
な
さ
ん
と
し
っ
か
り
と

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

今
後
の
田
原
の
街
な
か
に
望
む
も
の
・

　

期
待
す
る
こ
と
は
？

　

名
古
屋
鉄
道
や
Ｊ
Ｒ
東
海
と
タ
イ
ア
ッ
プ

し
て
、
ハ
イ
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
お
客

様
か
ら
、「
街
中
の
店
舗
は
満
席
で
、
食
事

を
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
と
言
わ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
多
く
の
参
加
者
が
、
田
原

な
ら
で
は
の
食
事
を
楽
し
め
る
と
い
い
と
思

い
ま
す
。

　

冬
の
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
豊
橋
と
比
べ

る
と
規
模
は
小
さ
い
で
す
が
、
田
原
の
方
が

綺
麗
だ
と
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
駅
ま
で
つ
な

が
れ
ば
、
街
の
活
性
化
に
つ
な
が
っ
て
い
く

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
イ
ル
ミ
ネ
ー

シ
ョ
ン
や
夜
店
な
ど
、
地
域
の
方
々
が
知
恵

を
出
し
合
っ
て
行
っ
て
い
る
取
り
組
み
は
、

す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

鉄
道
会
社
と
し
て
の
今
後
の
役
割
に
つ

　

い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
？

　

10
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
、
街
づ
く
り
に
対
し

て
、
行
政
の
役
割
、
地
域
市
民
の
役
割
、
鉄

道
な
ど
企
業
市
民
と
し
て
の
事
業
者
の
役
割

が
、
徐
々
に
明
確
に
な
っ
て
来
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
地
域
と
の
ふ
れ
あ
い
を
持
つ
だ
け

で
な
く
、
ど
ん
な
貢
献
が
で
き
る
の
か
、
ど

ん
な
役
割
が
果
た
せ
る
の
か
を
考
え
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

豊橋鉄道 取締役
田中敏和さん

◀田原市田原町・昭和 48 年
　（写真：田原市博物館提供）

田原町萱町セントファーレ▶
平成 25 年現在　

今
の
田
原
に
満
足
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
満
足
し
て
い
る

で
も
…
…
何
か
が
物
足
り
な
い

子
供
の
こ
ろ
の
ま
ち
な
か
は
商
店
が
軒
並
び
、
人
も

多
く
、
両
親
が
共
働
き
だ
っ
た
私
は
、
子
供
だ
け
で

い
る
時
間
が
多
か
っ
た
が
、
ま
ち
の
そ
こ
ら
か
し
こ

で
声
を
か
け
ら
れ
、
い
た
ず
ら
を
す
れ
ば
ま
ち
の
大

人
た
ち
か
ら
お
こ
ら
れ
た

ま
さ
し
く
ま
ち
に
育
て
ら
れ
て
い
た

何
気
な
く
数
十
年
過
ぎ
た
と
き
、
ふ
と
気
が
つ
く
と

あ
れ
！
何
か
が
違
う

人
が
い
な
い
、

店
が
な
い
、
賑
わ
い
が
な
い
…
…
…
！

そ
れ
は
、
ど
う
や
ら
こ
の
ま
ち
だ
け
で
は
な
い
ら
し

い
。
地
方
の
ま
ち
な
か
の
ほ
と
ん
ど
が
同
じ
状
況
の

よ
う
だ

し
か
し
、
い
ま
、
田
原
の
中
心
地
が
ア
ツ
イ
。
駅
が

出
来
た
。
駅
前
が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。

い
ま
が
チ
ャ
ン
ス
か
も
し
れ
な
い
。

ま
ち
な
か
に
み
ん
な
集
ま
れ
。

ま
ち
な
か
の
未
来
は
明
る
い
ぞ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　(

Ｍ
）

新
三
河
田
原
駅
に
思
い
を
寄
せ
て

◆二七の市の変遷
　二七の市は平安時代に始まった六斎市が発展したもので、
神戸村市場で開かれていました。室町時代に田原城が築城さ
れ城下町に移動し、明治以降は船倉橋、新町、旧渥美病院跡地、
松下、セントファーレと開催場所が移り変わってきました。
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城宝寺

セントファーレ

田原街道

冨貴屋

河合写真館

菓子蔵せき

萱町会館

国見医院

三河田原駅

大橋靴店

は
な
と
き
通
り

413

三菱東京UFJ銀行

中央広場
長栄軒

大谷屋食堂

田原本町

田原萱町

萱町

レストランバー大地

　　

  

鰻う
な
ぎ

の
名
店
の
味
を
受
け
継
ぐ　

　

渥
美
線
三
河
田
原
駅
前
に
あ
る
老
舗
「
大
谷
屋
食

堂
」。
祖
父
が
豊
橋
駅
前
の
食
堂
で
修
業
し
た
後
、
昭

和
の
初
め
ご
ろ
現
在
の
場
所
に
お
店
を
構
え
、
村
井
さ

ん
も
20
歳
で
家
業
を
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

  

鰻
専
門
店
の
こ
だ
わ
り
と
は

　

大
谷
屋
食
堂
と
い
え
ば
『
鰻
』
の
名
店
。
鰻
は
養
殖

の
活
鰻
を
使
用
し
、
お
客
様
の
注
文
が
あ
っ
て
か
ら
、

そ
の
場
で
さ
ば
い
て
焼
い
て
い
ま
す
。
鰻
の
調
理
法
に

も
こ
だ
わ
り
が
あ
り
、
関
東
風
の
背
開
き
で
、
関
西
風

の
直
火
焼
き
の
調
理
法
は
、
関
東
と
関
西
の
中
間
で
あ

る
名
古
屋
風
と
呼
ば
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。「
こ
れ
が
、

身
が
ふ
っ
く
ら
で
皮
が
パ
リ
パ
リ
に
な
る
秘
訣
」
な
の

だ
と
か
。

　

鰻
の
味
が
昔
と
変
わ
ら
な
い
様
に
努
力
も
怠
り
ま
せ

ん
。
自
慢
の
鰻
の
タ
レ
は
、
祖
父
が
作
っ
た
秘
伝
の
レ

シ
ピ
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぎ
、
創
業
以
来
、
継
ぎ
足
し

て
使
用
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

 　

 
気
軽
に
鰻
を
楽
し
ん
で
も
ら
う
た
め
に

　

高
価
で
大
人
の
食
べ
物
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
鰻

で
す
が
、
若
い
人
（
特
に
女
性
）
に
も
食
べ
て
も
ら
え

る
よ
う
な
新
し
い
メ
ニ
ュ
ー
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
鰻
丼
の
ハ
ー
フ
サ
イ
ズ
や
、
し
ら
す
と
鰻
の
ま

ぶ
し
丼
は
若
い
女
性
に
好
評
。
ま
た
、
平
成
25
年
か
ら

『
渥
美
半
島
ど
ん
ぶ
り
街
道
』
に
も
加
盟
し
、
鰻
の
タ

レ
を
使
用
し
た
渥
美
ど
り
の
テ
リ
ト
ロ
ま
ぶ
し
丼
を
提

供
し
て
い
ま
す
。
地
元
の
渥
美
鶏
と
鰻
の
タ
レ
の
コ
ラ

ボ
が
醸
し
出
す
絶
妙
な
丼
を
、ぜ
ひ
ご
賞
味
く
だ
さ
い
。

　

  

街
な
か
の
活

　

 

性
化
を
目
指
す

　

取
り
組
み

　

現
在
、
新
し
い
取
り
組

み
と
し
て
、
地
域
の
若
手

商
業
者
と
協
力
し
て『
い

い
じ
ゃ
ん
田
原
街
な
か

弁
当
』
を
創
作
中
で

す
。
イ
ベ
ン
ト
時
の

限
定
販
売
で
、
最
初
の

お
目
見
え
は
10
月
27
日

の
田
原
市
民
ま
つ
り
の

日
。
新
し
い
三
河
田
原
駅

で
、
限
定
１
０
０
食
で
販

売
さ
れ
る
そ
う
で
す
の
で
、

皆
さ
ん
お
楽
し
み
に
。

　　

 

昔
な
が
ら
の
味
を
大
切
に

　
「
こ
れ
か
ら
も
駅
前
で
、
変
わ
ら
ぬ
味
を
守
り
続
け

て
い
き
た
い
」
と
語
る
村
井
さ
ん
。
土
用
の
丑
の
日
に

は
、
こ
の
鰻
専
門
店
の
味
を
楽
し
ん
で
み
て
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

▲ 渥美線三河田原駅前にある鰻の老舗、大谷屋
食堂　３代目の村井芳水さん。

　 田原市田原町東大浜 81
☎ 0531-22-1201
　 11:30-14:00　17:00-21:00
　 毎週月曜日
 　　10 台

◦プロフィール
1969 年、田原町萱町生まれ。高校卒業後、豊橋で修業し家業を継ぐ。

大谷屋食堂　　村井 芳
よ し み

水さん

machicco
田原の企業・お店で活躍されている方をご紹介します！

File
No.15

営
休
駐

住

【
次
回
の
お
知
ら
せ
】

次
回
は
、
大
谷
屋
食
堂
さ
ん
か

ら
バ
ト
ン
を
受
け
取
っ
た

「
う
ど
ん
そ
ば
の
伴ば

ん
き喜
」

の
伴
正
光
さ
ん
を
ご
紹
介

し
ま
す
。
お
楽
し
み
に
♪


