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例会記録　2021.7.21（水）　通算 1998 回
ソ ン グ

出 席 報 告

「奉仕の理想」「四つのテスト」

　７月　７日　会員数４０名　欠席者 　３名　  出席率　90.90％ （修正による）
　（この内出席免除者　１７名） 

　７月２１日　会員数４０名　欠席者 　４名　  実出席者数　２７名
　（この内出席免除者　１７名）   　出席率　87.09％

　　

幹事報告　第３回（通算 1998 回）

１．地区より
　　⑴　地区補助金プロジェクト見学訪問のご案内が届いております。
　　⑵　ハイライトよねやまが届いております。

２．あわじ中央ロータリークラブより
　　あわじ中央ロータリークラブ創立 10 周年を記念して発行した「ロータリー概論」の
　　再発行の案内が届いています。希望があれば一部 1,000 円にて配布させていただきます
　　との事です。

３．相生ロータリークラブより
　　週報が届いております。

回覧いたしますので確認お願いします。

前回例会時にご寄附頂いた「令和３年７月熱海豪雨災害支援金」ですが、
35,000 円を国際ロータリー第 2680 地区に送金しました。皆様御協力ありがとうございました。

来週の 7/28（水）は休会となっており、次の例会は、8/4（水）となります。
松尾ガバナー補佐をお迎えしての例会となりますので、多数のご出席をお願いします。

令和3年7月21日（水）

櫻井宣孝　S.A.A. 委員長

村上則宏　国際奉仕委員長

佐野栄作　職業奉仕委員長

京谷愼平　ロータリー財団委員長

濵田喜重　社会奉仕委員長

中谷利幸　米山奨学委員長

矢野　聡　青少年奉仕委員長



◇  ◇  プログラム予定  プログラム予定  ◇◇

会　長　　松　下　和　雄
例会日時　　毎週水曜日　12：30　　例会場　　高砂商工会議所会議室（2F）
事務局　高砂商工会議所内　〒 676-0064　高砂市高砂町北本町 1104　電話（079）443-0500

幹　事　　入　江　啓　太 クラブ会報・広報・記録委員長　　坂　口　嘉　久

●●●   近隣クラブインフォメーションは、高砂青松ロータリークラブのホームページにてご確認ください。  ●●●  

8 月 4日（水）各委員会事業説明（７月 21日の続き）
8 月 11 日（水）休会【定款第７条第１節（ｄ）による】
8 月 18 日（水）早朝例会　６：３０～　於：十輪寺【職業奉仕委員会担当】
8 月 28 日（土）納涼例会（25日例会分）【親睦委員会】

　皆さんお元気ですか？
　本日の会長の時間はこの季節、ウナギが食べたくなってきたので、来週の
土用の丑の日について調べてきました。
　まず、土用は立夏、立秋、立冬、立春の約18日間の「期間」を示す言葉です。
　そして、昔の暦では日にちを十二支で数えていました。
　つまり「土用の丑の日」とは土用の期間に訪れる丑の日の事を指しています。
　土用は毎年違うので、土用の丑の日も毎年変わります。
　そして、土用の丑の日と言えば夏のイメージが強いかもしれませんが、1年に何回かやってきます。
今年2021年は1 月17日、29日、4 月23日、7月28日、10月20日、11月1日となり、夏の土用
の丑の日が1回だけなので7月28日が「一の丑」と呼びます。
　ちなみに、来年は夏の土用の丑の日が7月23日、8月4日と2回訪れることがあります。
　この時は、7月23日を「一の丑」8 月4日を「二の丑」と呼ぶそうです。
　土用の丑の日になぜウナギを食べるのか？
　「万葉集」に「石麻呂に吾れもの申す夏痩せに　よしといふものぞむなぎとり召せ」と大伴家持が
石麻呂と言う人に夏痩せにはむなぎ（ウナギ）が良いと勧めている歌があるそうです。昔から体調
を崩しやすい夏にはウナギを食べて栄養をたっぷり摂ろうと言う考えがあったようです。実際、ウ
ナギにはビタミンAやビタミンB群など、疲労回復や食欲増進に効果的な成分が多く含まれていて、
夏バテ防止にはピッタリの食材と言えます。
　そして、ウナギを食べる習慣が一般に広まったのは、1700年代後半、江戸時代だそうです。
　一説によれば「夏に売り上げが落ちる」と鰻屋から相談を受けた蘭学者の平賀源内が、店先に「土
用の丑の日うなぎの日、食すれば夏負けすることなし」と言う看板を立てたら大繁盛したことで他
の鰻屋もマネするようになったとか。これが日本初のコピーライティングともいわれているそうで
す。
　うなぎはかつて、武奈伎（むなぎ）と言う古称が有ります。
　ウナギの語源としては、家の棟木のように丸く細長いから。胸が黄色だから。うなぎをさばく際
の「むなびらき」に由来している。など諸説があります。
　ちなみに、蒲焼きの語源は、うなぎをそのまま棒に刺して焼いた形が蒲（がま）の穂に似ている
というのが有力な説となっているそうです。
　ウナギ料理は、関東と関西では調理方法が異なっています。
　まず、さばき方では、「関東は背開き」、「関西は腹開き」です。
　一説には関東は武士の文化が強く切腹を嫌ったこと、関西は商人の文化が強く腹を割って話すの
が好まれたからだと言われています。
　また、焼き方は関東では一度焼いてから、蒸した後にタレを付けてもう一度焼き上げる。
　それに対して、関西では蒸さずにそのままタレを付けて焼き上げるという大きな違いがあります。
　どちらにしても、この夏もウナギを食べて元気に暑い夏を乗り切りましょう。

松下　和雄
本日は、委員会事業説明です。よろしく御願い致
します。

村上　則宏
鮎釣り本番です。明日、九頭竜まで行ってきまーす。

入江　啓太・志方　正昭・庄司　　武
川崎　一生・田中　浩行・佐野　栄作
青柳　　淳・櫻井　宣孝・三枝　丈次
大橋　卓司・伊藤　勝之
花をかざりましょう。

原　　久美
花をかざりましょう。

井野　隆弘
早退します。


