


い
ご
く
の
新
編
集
長
、
イ
ケ
バ
に
は
、
数
年
間
モ
ヤ
モ
ヤ
し
て
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
二
〇
一
二
年

に
急
逝
し
た
祖
母
の
こ
と
だ
。
仕
事
の
忙
し
い
母
に
代
わ
り
、
自
分
の
面
倒
を
見
て
く
れ
た
、
母
親

が
わ
り
の
祖
母
だ
っ
た
。
亡
く
な
る
直
前
ま
で
な
ん
の
問
題
も
な
か
っ
た
。
そ
の
祖
母
が
、
ま
さ
か

あ
ん
な
こ
と
に
な
る
と
は
。

あ
る
日
、
母
が
ゴ
ミ
出
し
に
外
に
出
た
ほ
ん
の
数
分
の
間
に
祖
母
が
倒
れ
た
。
急
い
で
帰
宅
し
、
か

か
り
つ
け
医
に
電
話
を
し
た
が
、
あ
い
に
く
学
会
で
遠
方
に
い
る
と
い
う
。
仕
方
な
く
救
急
車
を
呼

ん
だ
も
の
の
祖
母
に
反
応
は
な
く
、
イ
ケ
バ
は
救
急
隊
員
か
ら
警
察
を
呼
ぶ
よ
う
伝
え
ら
れ
た
。

警
察
が
来
た
。
事
情
聴
取
が
始
ま
る
。
法
律
上
「
検
案
」
扱
い
に
な
る
の
で
検
視
に
な
る
と
い
う
。

急
い
で
戻
っ
て
き
た
か
か
り
つ
け
医
が
診
断
書
を
書
い
て
く
れ
て
こ
と
な
き
を
得
た
が
、
こ
の
こ
と

は
小
さ
い
傷
を
イ
ケ
バ
に
残
し
た
。
警
察
の
仕
事
も
わ
か
る
。
け
れ
ど
、警
察
へ
の
説
明
で
は
な
く
、

あ
の
時
間
は
、
祖
母
の
そ
ば
で
涙
を
流
し
た
り
、
声
を
か
け
た
り
し
た
か
っ
た
。
自
分
は
、
祖
母
の

死
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
と
。

あ
れ
か
ら
10
年
。
イ
ケ
バ
は
考
え
て
き
た
。
人
の
最
期
を
、
家
族
と
向
き
合
う
時
間
を
、
も
っ
と
豊

か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
地
域
に
は
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
と
。
そ
ん
な
イ
ケ

バ
の
思
い
か
ら
始
ま
る
い
ご
く
第
11
号
。
い
ご
く
ら
し
く
、
い
わ
き
人
の
死
に
様
か
ら
、
い
わ
き
人

の
「
い
ご
き
」
を
考
え
て
み
た
い
。

い
わ
き
人
の
死
に
様
を
、
デ
ー
タ
か
ら
見
る

新
編
集
長
イ
ケ
バ
の
お
ば
あ
さ
ん
が
、
も
し
、
家
で
は

な
く
病
院
や
施
設
に
入
っ
て
い
た
ら
。
も
し
、
万
が
一
の

事
態
に
も
、
医
師
が
立
ち
会
っ
て
い
た
ら
、
警
察
に
事
情

聴
取
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
だ
れ
も
が
望
ん
で
病
院
や
施
設
に
入
れ

る
わ
け
で
も
な
く
、
ご
自
宅
で
最
期
を
迎
え
る
人
、
迎
え

た
い
と
感
じ
て
い
る
人
も
多
い
。
ど
こ
で
暮
ら
し
、
ど
こ

で
最
期
を
迎
え
る
か
は
、
ご
本
人
に
と
っ
て
も
家
族
に
と

っ
て
も
、
大
き
な
問
題
だ
。

デ
ー
タ
１
は
、
全
国
の
人
た
ち
に
「
ど
こ
で
最
期
を
迎

え
た
い
か
」
を
聞
き
、
そ
の
答
え
の
割
合
を
自
宅
、
病
院
、

施
設
な
ど
４
つ
に
分
け
た
も
の
だ
。
な
ん
と
６
割
近
く
の

人
が
「
自
宅
で
最
期
を
迎
え
た
い
」
と
い
う
希
望
を
持
っ

て
い
る
と
わ
か
る
。
み
な
さ
ん
、
や
は
り
慣
れ
親
し
ん
だ

自
宅
で
最
期
を
迎
え
た
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
実
際

に
は
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
の
希
望
を
叶
え
ら
れ
て
い
る
人
は

多
く
な
い
よ
う
だ
。
い
わ
き
人
が
ど
こ
で
亡
く
な
っ
た
か

を
ま
と
め
た
デ
ー
タ
２
を
見
る
と
、
い
わ
き
人
の
ほ
と
ん

ど
が
病
院
で
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
自
宅
で

亡
く
な
る
方
は
ま
だ
少
な
い
。
皆
さ
ん
は
ど
う
だ
ろ
う
。

ど
こ
で
最
期
を
迎
え
た
い
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
「
い
ご
く
」
は
地
域
包
括
ケ
ア
の
メ
デ
ィ
ア
で

あ
る
。
地
域
包
括
ケ
ア
と
は
、
本
人
の
希
望
を
で
き
る
だ

け
叶
え
、
最
期
の
瞬
間
ま
で
そ
の
人
ら
し
く
生
き
ら
れ
る

よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
職
種
の
人
た
ち
が
連
携
し
、
支
え
よ

う
と
い
う
取
り
組
み
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
希
望
す
る
死
に
場
所
」
と
「
実
際
の
死
に
場

所
」
と
を
で
き
る
だ
け
一
致
さ
せ
て
い
く
た
め
の
取
り
組

み
だ
と
言
え
る
。
そ
こ
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
の
だ
と
す
れ

ば
、
地
域
包
括
ケ
ア
は
ま
だ
ま
だ
未
完
成
だ
と
言
っ
て
い

い
の
か
も
知
れ
な
い
。

自
分
が
望
ん
だ
死
に
場
所
で
死
ね
る
。
そ
ん
な
社
会
に

し
て
い
く
た
め
に
は
、
自
分
の
「
希
望
」
を
考
え
て
み
る

こ
と
が
第
一
歩
。
あ
な
た
は
、
ど
こ
で
死
に
た
い
と
思
っ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
所
に
は
、
ど
ん
な
特
徴
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。
判
断
材
料
は
多
い
ほ
う
が
い
い
。
次
の

ペ
ー
ジ
で
、
死
に
場
所
を
病
院
・
施
設
・
自
宅
の
３
つ
に

分
け
、
ど
の
よ
う
な
人
が
当
て
は
ま
る
の
か
、
そ
こ
で
働

く
人
た
ち
は
だ
れ
か
の
死
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か

な
ど
、
話
を
聞
い
た
。
ぜ
ひ
読
ん
で
み
て
欲
し
い
。

家
族
の
「
変
死
」
を
考
え
る

デ
ー
タ
３
は
、
福
島
県
警
が
検
視
し
た
１
年
間
の
遺
体

の
数
だ
。
こ
の
デ
ー
タ
は
、
テ
レ
ビ
ユ
ー
福
島
の
調
査
で

明
ら
か
に
な
っ
た
。
検
視
と
は
、
突
発
的
な
要
因
で
亡
く

な
っ
た
方
に
対
し
、
警
察
官
や
検
察
官
が
身
元
確
認
や
犯

罪
性
の
有
無
な
ど
を
調
べ
る
こ
と
を
い
い
、
検
視
が
行
わ

れ
た
場
合
、「
変
死
」
や
「
異
状
死
」
に
カ
ウ
ン
ト
さ
れ

る
と
い
う
。
も
し
ご
本
人
の
希
望
通
り
に
家
族
と
一
緒
に

暮
ら
し
て
い
て
も
、
か
か
り
つ
け
医
が
診
断
し
て
き
た
病

気
で
亡
く
な
っ
た
と
確
認
で
き
な
い
場
合
、「
変
死
」
扱

い
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
だ
。
イ
ケ
バ
の
お
ば
あ
さ
ん
も

そ
う
だ
っ
た
。「
変
死
」
を
避
け
る
た
め
に
も
、
医
師
と

の
結
び
つ
き
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
そ
う
だ
。

デ
ー
タ
を
見
る
と
、
こ
こ
数
年
間
、
年
間
２
５
０
０
人

を
超
え
る
人
数
で
「
高
止
ま
り
」
し
て
い
る
。
福
島
県
の

年
間
の
死
者
は
２
４
０
０
０
人
ほ
ど
な
の
で
、
単
純
計
算

で
10
人
に
１
人
の
割
合
で
検
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
取

材
に
当
た
っ
た
テ
レ
ビ
ユ
ー
福
島
の
木
田
修
作
記
者
は
、

「
高
齢
者
の
孤
独
死
な
ど
警
察
が
介
入
す
る
ケ
ー
ス
が
増

え
て
き
て
い
る
。
昨
年
、
い
わ
き
市
内
に
検
視
官
の
分
室

が
で
き
、
体
制
も
増
強
さ
れ
た
ば
か
り
。
事
件
が
増
え
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
は
高
齢
の
方
の
遺
体
の

検
視
の
た
め
で
は
な
い
か
」と
分
析
す
る
。
高
齢
者
の「
変

死
」
は
、
じ
わ
じ
わ
と
増
え
て
い
る
と
い
う
の
が
実
感
の

よ
う
だ
。
事
実
、
警
察
も
、
体
制
の
拡
充
で
そ
れ
に
対
応

し
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
の
グ
ラ
フ
４
は
、
い
わ
き
市
の
１
年
間
の

死
者
の
う
ち
、
高
齢
者
の
死
者
の
割
合
を
ま
と
め
た
も
の

だ
。
高
齢
化
が
進
め
ば
、
高
齢
者
の
死
者
も
当
然
増
え
る
。

最
新
の
デ
ー
タ
で
は
実
に
９
割
が
高
齢
者
だ
っ
た
。
せ
っ

か
く
「
自
宅
で
死
ぬ
」
と
い
う
選
択
肢
が
増
え
た
と
し
て

も
、
医
療
機
関
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
ゆ
え
に
望
ま
な
い

検
視
や
事
情
聴
取
を
経
験
す
る
人
の
数
も
増
え
る
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
。
か
か
り
つ
け
医
と
の
連
携
や
、
地
域
で

地
域
の
高
齢
者
を
見
守
る
よ
う
な
動
き
も
ま
す
ま
す
重
要

に
な
っ
て
く
る
は
ず
だ
。

家
族
の
最
期
を
、
よ
り
本
人
の
望
ま
し
い
も
の
に
す
る

た
め
だ
け
で
な
く
、
残
さ
れ
た
家
族
が
「
ち
ゃ
ん
と
弔
う

こ
と
が
で
き
た
」
と
思
え
る
よ
う
な
社
会
に
す
る
た
め
に

も
、
ぼ
く
た
ち
は
今
一
度
、「
死
に
場
所
」
に
つ
い
て
考

え
て
お
く
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。
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死
ん
だ
後
に
は
葬
儀
が
あ
る
。
自
分
に
と
っ
て
も
遺の

こ

す
人
に
と
っ
て
も
気
持
ち

の
良
い
も
の
に
し
た
い
が
、
さ
て
一
体
い
く
ら
く
ら
い
か
か
る
も
の
な
の
か
。

次
に
お
話
を
伺
っ
た
の
は
、
家
族
葬
や
直
葬
な
ど
の
低
予
算
葬
儀
を
プ
ロ
デ
ュ
ー

ス
す
る
石
原
き
み
子
さ
ん
だ
。

死
に
心
地
の
そ
の
先
で

い
し
は
ら
葬
斎
・
石
原
き
み
子
さ
ん
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

身寄りのない人たちや、葬儀をあげ
る金銭的な余裕のない人たちにも分
け隔てなく最期の場を届けようと、
低予算で小規模の葬儀サービスを手
がける葬祭会社「いしはら葬斎」を
運営。

家族葬・直葬
合同会社いしはら葬斎

※１　通夜や告別式を行わず、火葬 
　　　だけで弔う葬儀
※２　市民、大人（十二歳以上）
　　　一体の火葬料金

TEL：0246-36-4101
FAX：0246-84-7988

ウェブマガジン「igoku」に石原きみ
子さんへの聞き書き『棺ひとつでも
頼める葬儀屋を』が掲載されていま
す。そちらもぜひ。

社
会
福
祉
法
人
明
生
会
　
悠
々
の
里

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
　
わ
い
の
家

松
尾
病
院

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

鈴
木
美
都
子
さ
ん

主
任
ケ
ア
ワ
ー
カ
ー

小
宅
美
希
さ
ん

医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

佐
藤
詩
織
さ
ん

自
宅

施
設

病
院

そ
の
人
ら
し
い
最
期
の
選
択
肢
を
増
や
す

家
で
亡
く
な
る
と
い
う
方
は
、
ま
ず
「
老
衰
」
で
亡
く

な
る
方
が
当
て
は
ま
り
ま
す
。
目
立
っ
た
病
気
も
な
く
、

ご
家
族
が
面
倒
を
み
ま
す
、
と
い
う
方
で
す
。
ケ
ー
ス
に

よ
っ
て
は
医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
も
あ

り
、
私
の
よ
う
な
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
が
つ
な
ぎ
役
と
し

て
入
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

最
近
で
は
、
末
期
が
ん
の
方
が
「
限
ら
れ
た
時
間
を
家

で
過
ご
し
た
い
」
と
在
宅
医
療
を
選
択
す
る
こ
と
が
増
え

て
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
施
さ
れ
る
の
は
「
緩
和
ケ
ア
」
で

す
。
病
気
を
直
す
の
で
は
な
く
痛
み
を
取
る
と
い
う
治
療

で
す
が
、
自
宅
で
す
か
ら
行
動
は
そ
れ
ほ
ど
制
限
さ
れ
ま

せ
ん
。
死
の
直
前
に
、
リ
モ
ー
ト
で
お
嬢
さ
ん
の
結
婚
式

に
参
加
さ
れ
た
方
も
い
ま
し
た
。
ご
家
族
も
、
家
で
看
取

る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
、
と
話
さ
れ
る
方
が
多
い
よ

う
に
感
じ
ま
す
。

そ
の
人
ら
し
く
最
期
を
迎
え
る
選
択
肢
が
増
え
る
。
こ

れ
が
在
宅
医
療
の
い
い
と
こ
ろ
だ
と
感
じ
ま
す
。
私
た
ち

も
サ
ポ
ー
ト
の
た
め
に
全
力
を
尽
く
し
ま
す
。
一
方
、
ご

本
人
が
ど
れ
だ
け
望
ん
で
も
、
サ
ポ
ー
ト
で
き
る
家
族
が

い
な
い
と
い
う
場
合
、
在
宅
は
難
し
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
一
人
暮
ら
し
だ
け
れ
ど
自
宅
で
最
期
を
迎
え
た
い
と

い
う
希
望
を
い
か
に
叶
え
て
い
く
の
か
。
そ
こ
が
今
後
の

大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
く
と
感
じ
て
い
ま
す
。

穏
や
か
に
過
ご
せ
る
「
家
」
で
あ
り
た
い

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
、
認
知
症
の
方
が
ス
タ
ッ
フ
の
介

助
を
受
け
な
が
ら
共
同
生
活
を
送
る
小
規
模
の
施
設
で
す
。

暮
ら
し
の
場
で
す
か
ら
「
施
設
」
と
い
う
よ
り
「
家
」
だ

と
い
う
意
識
で
私
た
ち
も
働
い
て
い
ま
す
し
、
入
居
者
の

皆
さ
ん
に
と
っ
て
の
家
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
皆
さ
ん
自

由
に
過
ご
さ
れ
ま
す
。

施
設
に
入
る
と
き
、
ま
ず
は
ご
本
人
と
ご
家
族
に
ど
こ

で
亡
く
な
り
た
い
か
の
希
望
を
伺
い
ま
す
。
そ
の
時
点
で

は
ま
だ
「
わ
か
ら
な
い
」
方
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
病
気
や

高
齢
の
た
め
に
お
身
体
の
状
態
が
変
わ
っ
て
く
る
と
、
ご

家
族
と
相
談
す
る
場
を
も
う
け
、ご
家
族
や
ご
本
人
が「
こ

こ
で
」
と
選
ん
で
く
れ
た
ら
、
そ
こ
か
ら
看
取
り
介
護
の

準
備
を
し
て
い
き
ま
す
。

職
員
に
は
「
自
分
が
担
当
し
て
い
る
時
に
亡
く
な
っ
た

ら
」
と
い
う
不
安
も
あ
り
ま
す
が
、
主
治
医
や
訪
問
看
護

師
、
先
輩
ス
タ
ッ
フ
の
力
を
借
り
て
、
そ
の
人
ら
し
い
最

期
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
、
で
き
る
こ
と
を
し
て
い
き
ま
す
。

特
別
な
ケ
ア
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
毎
日
の
生
活
を
共
に
し

た
ス
タ
ッ
フ
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
方
が
好
む
も
の
、
う
れ

し
い
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
ス
タ
ッ
フ
で
ア

イ
デ
ア
を
出
し
合
い
な
が
ら
、
穏
や
か
に
過
ご
せ
る
環
境

を
整
え
、
最
期
は
「
あ
り
が
と
う
」「
お
つ
か
れ
さ
ま
で

し
た
」
と
声
を
か
け
て
お
見
送
り
し
て
い
ま
す
。

正
解
で
は
な
く
、
そ
の
時
の
「
ベ
タ
ー
」
を

な
ん
ら
か
の
病
気
が
元
で
、
食
事
が
と
れ
な
い
、
点
滴

が
必
要
と
い
う
よ
う
な
困
難
さ
が
あ
る
こ
と
や
、
さ
ら
に

そ
こ
に
リ
ハ
ビ
リ
や
介
護
も
必
要
だ
、
と
い
う
方
は
決
し

て
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
手
術
な
ど
の
後
に
、
家
族
の
都

合
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
い
き
な
り
家
に
帰
る
の
も
難
し
く
、

条
件
に
あ
っ
た
施
設
も
見
つ
か
ら
な
い
、
な
ん
て
い
う
こ

と
も
起
き
ま
す
。
そ
う
い
う
方
の
た
め
に
、い
わ
ゆ
る「
療

養
型
」
の
病
院
も
整
備
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

病
院
で
最
期
を
迎
え
る
と
い
う
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ

ー
ジ
を
持
た
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
私
た
ち

相
談
員
は
最
期
ま
で
そ
の
人
ら
し
く
過
ご
せ
る
よ
う
、
さ

ま
ざ
ま
な
相
談
に
乗
っ
て
い
ま
す
。
外
出
で
き
、
外
の
空

気
が
吸
え
た
、
と
い
う
喜
び
の
声
も
あ
り
ま
す
し
、
ご
家

族
か
ら
も
、
限
ら
れ
た
条
件
だ
っ
た
け
れ
ど
な
ん
と
か
看

取
る
こ
と
が
で
き
て
よ
か
っ
た
と
い
う
声
も
聞
か
れ
ま
す
。

病
気
に
な
り
た
く
て
な
る
人
は
い
ま
せ
ん
。
家
族
も
ご

本
人
も
、
い
ろ
い
ろ
な
事
情
を
抱
え
て
い
る
な
か
で
、
み

ん
な
が
ベ
ス
ト
な
選
択
が
で
き
れ
ば
い
い
で
す
が
、
正
直
、

こ
れ
だ
と
い
う「
正
解
」は
な
い
と
感
じ
ま
す
。
そ
の
時
々

に
よ
り
よ
い
選
択
肢
を
提
示
で
き
る
よ
う
、
相
談
員
と
し

て
患
者
さ
ん
や
ご
家
族
と
向
き
合
っ
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
気
に
な
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ど
う
ぞ
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

死
ぬ
ま
で
は
ひ
と
り
で
で
き
る
よ
ね
。
自

分
の
思
い
通
り
、
悔
い
の
な
い
よ
う
に
死
ぬ

こ
と
も
で
き
る
と
思
う
。
病
院
だ
ろ
う
が
施

設
だ
ろ
う
が
自
宅
だ
ろ
う
が
、
あ
る
意
味
自

分
の
思
い
で
死
ね
る
。
で
も
そ
の
後
だ
よ
ね
。

死
ぬ
と
こ
ま
で
は
自
分
の
人
生
で
も
身
体
は

残
る
。
そ
こ
が
厄
介
だ
よ
ね
。
物
体
が
あ
る

っ
て
い
う
の
が
ね
。

私
た
ち
が
こ
の
葬
儀
屋
を
立
ち
上
げ
た
そ

も
そ
も
の
キ
ッ
カ
ケ
は
、
い
わ
き
じ
ゃ
な
い

ん
で
す
け
ど
死
体
遺
棄
の
ニ
ュ
ー
ス
が
あ
っ

て
。
お
金
が
な
い
っ
て
い
う
理
由
で
、
亡
く

な
っ
た
奥
さ
ん
の
ご
遺
体
を
庭
に
埋
め
ち
ゃ

っ
て
、
そ
の
ダ
ン
ナ
さ
ん
が
逮
捕
さ
れ
た
ん

で
す
け
ど
、
な
ん
で
今
の
こ
の
世
の
中
に
死

体
遺
棄
な
ん
だ
ろ
う
っ
て
。

葬
儀
屋
さ
ん
な
ん
か
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
お

金
が
な
く
た
っ
て
棺
ひ
と
つ
頼
め
る
葬
儀
屋

さ
ん
て
な
い
の
か
な
っ
て
。
ち
ゃ
ん
と
式
を

あ
げ
な
き
ゃ
い
け
な
い
、
何
を
し
な
き
ゃ
い

け
な
い
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
く
て
、
最
低
限

火
葬
す
る
の
に
必
要
な
こ
と
、
棺
と
骨
箱
だ

け
で
も
頼
め
る
葬
儀
屋
さ
ん
っ
て
存
在
し
な

い
の
か
な
っ
て
。
そ
う
思
っ
た
の
が
キ
ッ
カ

ケ
。
だ
っ
た
ら
自
分
た
ち
で
や
る
か
と
。

立
ち
上
げ
た
の
は
平
成
22
年
の
２
月
。
最

初
は
な
か
な
か
仕
事
が
な
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、

そ
の
年
の
７
月
に
初
め
て
生
活
保
護
世
帯
の

火
葬
の
み
っ
て
い
う
仕
事
を
や
っ
て
。
直
葬※

１

っ
て
い
う
ん
で
す
け
ど
。
そ
う
い
う
の
あ
る

ん
だ
な
あ
っ
て
。
身
寄
り
の
な
い
方
、
金
銭

的
余
裕
が
な
い
方
の
そ
う
い
う
仕
事
っ
て
、

な
ん
と
な
く
い
い
な
あ
っ
て
。
そ
れ
か
ら
ず

っ
と
や
ら
せ
て
も
ら
っ
て
ま
す
。

葬
儀
っ
て
何
十
万
も
何
百
万
も
す
る
ん
だ

よ
、
じ
ゃ
な
く
て
、
例
え
ば
今
は
ネ
ッ
ト
で

買
え
る
棺
も
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
こ
う

い
う
こ
と
言
う
と
大
手
に
怒
ら
れ
そ
う
だ
け

ど
、
ネ
ッ
ト
で
相
場
が
ば
れ
ち
ゃ
っ
て
ま
す

も
ん
ね
。
そ
う
い
う
時
代
だ
か
ら
、
棺
一
本

に
五
万
だ
十
万
だ
っ
て
か
け
た
く
な
い
人
も

い
ま
す
。

う
ち
は
五
千
円
で
も
一
万
円
で
も
い
い
も

ん
。
分
割
で
も
い
い
し
。
お
金
か
け
な
い
で

や
ろ
う
と
思
え
ば
い
く
ら
で
も
で
き
る
ん
で

す
よ
。
そ
う
い
う
こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
と

思
う
。 

極
端
な
話
、
い
わ
き
市
だ
っ
た
ら
一
万
円

だ
け
用
意
し
て
も
ら
え
れ
ば
火
葬
は
で
き
ま

す※
２

。
国
民
健
康
保
険
に
入
っ
て
れ
ば
そ
こ
か

ら
葬
祭
費
五
万
円
支
給
さ
れ
ま
す
か
ら
、
本

当
に
火
葬
だ
け
で
よ
け
れ
ば
四
万
円
残
る
。

そ
れ
を
葬
儀
代
に
充
て
て
も
ら
っ
て
、
あ
と

は
分
割
で
も
な
ん
で
も
い
い
ん
で
す
。
本
当

は
十
万
円
く
ら
い
あ
る
と
い
ろ
い
ろ
し
て
あ

げ
ら
れ
ま
す
け
ど
、
な
け
り
ゃ
な
い
で
な
ん

と
か
な
る
ん
で
す
。

と
に
か
く
、
最
後
に
は
私
た
ち
が
い
ま
す

か
ら
。
う
ち
は
ね
、
も
う
ど
こ
で
ど
ん
な
死

に
方
し
よ
う
が
Ｏ
Ｋ
だ
か
ら
。
そ
れ
ま
で
の

人
生
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
け
ど
も
、

棺
や
壺
の
大
き
さ
が
違
う
わ
け
で
も
な
い
し
。

ど
ん
な
ご
遺
体
で
も
お
迎
え
し
て
、
式
が

で
き
な
く
て
も
ち
ゃ
ん
と
火
葬
場
に
お
送
り

し
ま
す
。
お
墓
が
な
け
り
ゃ
市
営
墓
地
だ
っ

て
な
ん
だ
っ
て
あ
る
。
そ
れ
で
も
十
分
だ
と

思
う
ん
で
す
。
合
葬
な
ら
必
ず
誰
か
が
お
参

り
に
来
て
く
れ
ま
す
し
ね
。
ま
っ
た
く
の
無

縁
に
な
っ
ち
ゃ
う
よ
り
、
そ
の
ほ
う
が
幸
せ

か
も
し
れ
な
い
で
す
よ
。

石原きみ子（いしはら・きみこ）
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医師法第 20条により、この日本で、人の死を診断できるのは「医師」だ
と決められている。いわば医者とは「死の番人」であるわけだ。いわき人
の死に様を考えてきた今号。この人に話を聞かずに誰に聞けばいいのだろう。
いわきで、医師として65年を超えるキャリアを超えるレジェンド、かしま病
院名誉理事長の中山元二先生に、地域医療のこれからについて話を伺った。

新型コロナ禍で改めて認識させられた「かかりつけ医」
のたいせつさ

昨年の春からの新型コロナウイルス禍では、現場に立
つ医師として、中山先生も最前線でその対策に当たられ
てきたと思います。この間、日本の医療が抱える様々な
課題が浮かび上がってきたと思いますが、中山先生は現
状をどのように見られますか？

「医療」と一口に言っても、高度先進医療や慢性期・
リハビリ医療、さらにはいわゆる町医者レベルの地域医
療など、さまざまなフェーズがあるよね。僕がこれまで
携わってきたのは、「町医者」のレベルである中山医院
での地域医療と、かしま病院での慢性期・リハビリ医療
だ。
そういった、より市民生活に近いレベルの医療からす
ると、今回の新型コロナで改めて浮かび上がってきたの
は、かかりつけ医の重要性だと思う。日本では「かかり
つけ医を持ちましょう」という呼びかけは盛んにされて
いるけれども、制度化まではされていない。今回の新型
コロナ禍においては、ワクチン接種の際、かかりつけ医
で接種するようにという呼びかけがあったが、自分のか
かりつけ医が誰なのかわからないという人がたくさんい
たよね。現在ワクチン接種は地域の診療所やクリニック
のほかに、集団接種や大規模接種センターなどでも受け
られるようになっているけれども、仮にかかりつけ医の
制度がしっかりと整っていれば、こうした臨時の態勢を
作らなくとも、平時の医療体制で大部分の対応ができる
はずだ。実際、イギリスやスウェーデンなどではかかり
つけ医が国の制度として存在していて、新型コロナへの
対応も迅速だった。日本の医療もこうした制度を整えて
いく必要があると、僕は考えているよ。

「病」ではなく「人」を診る

たしかに、僕自身も「かかりつけ医は誰なのか」と聞
かれても、即答できません……。

やはり医療において重要なのは、町医者と呼ばれるか
かりつけ医のレベルから、地域の中規模病院、そして先
進医療を行う大学病院などの大病院がしっかりと連携を
して、切れ目のない医療を提供していくことだ。そうし

た観点からすると、今の医療制度はやや先進医療に偏重
していて、現場の医療がおろそかになっているような印
象があるなぁ。
少し話は変わるけど、かしま病院では急性期病院から
転院してきた患者さんや、リハビリに取り組む回復期の
患者さんがたくさんかかっている。一般的な病院のよう
に、まったくの新規で外来診療にかかる患者さんという
のは、かしま病院ではそんなに多くないんだ。
そんなかしま病院に東京や福島の大学から研修医を
受け入れると、とても珍しく思われるんだよね。つま
り、研修医というのは大学病院などで手術に立ち合った
りしながら最先端の医療を学ぶのが一般的だけれども、
かしま病院だと一人一人の患者さんのお話を聞いたり、
リハビリを手伝ったりしながら、患者さんの回復の手助
けをする。若い医者の卵にとっては刺激が少なくて退屈
な現場なのかもしれないね。でも、医者というのは本来、
「病気」を診るのではなくて、「人間」を診るべきだ。僕
はこれこそが、医療において欠かせない、本質なんだと
思うよ。
もちろん、医療が高度化して今まで治らなかった病気
が治るとか、今までより少ない治療期間で済むというこ
とはとても素晴らしいことだ。ただ、その一方で、医療
の物理的・化学的な側面ばかり重視して人の心を医者が
診なくなってしまったら、それは本末転倒だよね。

「人の心を診る」ですか… … 。中山先生がその必要
性をこれまででもっとも強く感じられたのはどんな時
でしたか？

10 年前の東日本大震災の時かな。当時僕は中之作に
いたんだけど、近くの避難所を訪れてみると、皆が着の
身着のままで避難所に身を寄せていた。発災からしばら
く日が経つと、次第に薬不足が深刻化してきたんだよ
ね。近隣の病院に薬はないかと問い合わせてみて
も、他の病院、そして医師自身も被災していた
からどこの病院も機能不全になってしまって
いた。尽くす手もないような状態だったんだ。
こんな状況の中で医師である僕ができる
ことは唯一、患者さんの「心」を癒すこと
だった。患者さんは薬がない中で、皆、不
安な気持ちを抱えていた。そんな患者さ
んに、普段から頼りにしてもらっている

僕が「大丈夫だよ」と一声かけるだけで、患者さんが抱
える不安な気持ちを癒すことができる。医療行為ができ
ない中でも、この言葉だけで患者さんがどれほど楽に
なるか。この時、僕は地域医療を担う医師として、「病」
を診るだけでなく「人」を診ることがいかに大切かを改
めて認識したんだ。

なるほど。震災という大きな危機の中で、信頼できる
町医者としての先生の言葉こそが、患者さんの救いと
なったんですね……。

度重なる危機を経て、これからの地域医療
が向かう道

震災から 10 年が経ったい
ま、新型コロナなど新たな危機
も目に見える形で現れてきまし
た。もともと高齢化や多死社会
といった課題が山積している地
域医療ですが、こうした課題・
リスクとともに、今後の地域
医療はどのように歩むべきで
しょうか？

いま、地域医療において
は「自助・共助・公助」と
か、「地域包括ケア」といっ
た様々な言葉や概念が生ま
れているけど、具体的な
モデルはあまりないよう
に見える。だからこそ、
自分たちで作っていくし
かない。
いくら医療が発達し
ても必ず人はいつか死
ぬ。病気を直すことも
大事だけど、これからは

「安心して最期を迎える仕
組みづくり」の方が大切だ。
具体的には、地域の町医者

を中心としたセーフティネット
を整えること。これが重要じゃな

いかな。医療への入り口として、まずは地域の町医者が
ワンストップの窓口となる。その上で、必要があれば中
規模・大規模の病院へとつなぐ。こうした連携体制があ
れば、「いざという時には救急車」とはならないよね。
望まぬ悲劇的な死も避けられるはずだ。
実際に中山医院でも地域の町医者として、独自の緊急

通報システムを構築することで、救急車に頼らない、地
域医療の仕組みづくりにチャレンジしているところなん
だ。こうした取り組みをひとつひとつ行っていくことで、
望まぬ悲劇的な死を未然に防ぎ、誰もが穏やかな死を迎
えられる社会を目指していく。まだ始まったばかりで、
乗り越えなければいけない課題も多いのだけどね。それ
でも、目指すところに向かってひとつずつやっていくし
かないよね。
それと、医療を中心とした地域づくりという面からも、

地域医療を考えていく必要があるんだと考えている。た
とえば、一人暮らしの高齢者が孤独を感じないような地
域のイベントを開催するといったようなことだね。自分
が生まれ育ったまちで、生きる楽しみを感じながら、「い
つ死んでも安心だ」と思えるためには、こうした顔の見
えるコミュニティづくりも大切じゃないかなぁ。いまは
一人暮らしのお年寄りや老老介護の世帯も増えている。
だから家族だけではなく、地域で助けが必要な人を支え
ていく。そんな地域づくりにも取り組む必要があると考
えているよ。

「やむにやまれぬ想い」で未来を切り拓く

今回も貴重なお話をありがとうございました。最後に、
目指すべき未来に向かって、これからの時代を担う若い
世代に向けたメッセージをいただけますか？

いまは若い人にとってはとても生きづらい時代だと思
う。これから人口はどんどん減っていき、今までのよう
な成長は望めない。格差が拡大し、価値観も二分化して
いく中で、現実的な「中庸」の道を進むことが難しくなっ
ている。
しかし、そんな中でも自分の「やむにやまれぬ想い」

でもって、身の回りのことにひとつひとつ我慢強く取り
組んでいくこと。そうすれば自然と周りの人も自分の想
いに共感して手伝ってくれるようになる。これはいつの
時代でも変わらないんじゃないかな。インタビュー：久保田貴大　写真：平間至

かしま病院名誉理事長中山元二
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で
る
と
、
街
の
こ
と
、
暮
ら
し
の
こ
と
を
考
え
る

よ
ね
、
本
の
話
を
し
な
が
ら
岩
泉
の
話
を
み
ん
な

と
共
有
で
き
た
ら
い
い
ね
っ
て
話
に
な
っ
て
。
そ

れ
で
読
書
会
を
開
い
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
ん
で
す
。
商
店
街
の
お
母
さ
ん
や
ア
ラ
還
の

お
父
さ
ん
な
ど
、
地
域
の
い
ろ
い
ろ
な
人
が
来
て

く
れ
ま
す
が
、
わ
た
し
が
医
者
だ
と
知
ら
な
い
人

も
い
る
は
ず
で
す
。
読
書
会
で
は
、
本
の
話
以
外

に
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
っ
て
？　

地
域
お
こ
し
っ

て
？　

み
た
い
な
話
に
膨
ら
む
こ
と
も
よ
く
あ
り

ま
す
。

読
書
会
を
開
催
す
る
う
ち
、
病
院
に
来
る
手
前

の
相
談
、
困
り
ご
と
な
ど
を
話
し
て
く
れ
る
方
が

増
え
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
地
域
の
文
化

や
風
土
の
話
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
診
察
室
の
な

か
だ
け
の
関
係
性
だ
っ
た
ら
こ
ん
な
話
は
で
き
な

か
っ
た
だ
ろ
う
な
と
も
感
じ
ま
す
。
特
に
健
康
に

つ
い
て
の
話
は
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
の
で
、
関
係
性

が
な
い
な
か
で
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
診
察
室
じ
ゃ

な
い
ほ
う
が
い
い
と
き
も
あ
り
ま
す
。

多
く
の
方
が
「
ピ
ン
ピ
ン
コ
ロ
リ
」
を
希
望
さ

れ
ま
す
が
、
容
体
が
急
変
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま

う
と
「
不
審
死
」
に
な
っ
て
し
ま
う
時
代
で
す
。

医
師
や
家
族
だ
け
が
そ
の
方
の
状
況
を
把
握
し
て

い
て
も
ダ
メ
だ
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

家
族
を
含
め
て
地
域
の
み
ん
な
で
カ
バ
ー
し
合
う

こ
と
も
大
事
だ
と
感
じ
ま
す
。

で
す
が
、
ま
だ
ま
だ
「
医
師
」
と
「
地
域
」
の

あ
い
だ
、「
専
門
」
と
「
専
門
」
の
あ
い
だ
が
つ

な
が
っ
て
い
な
い
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。
だ
か
ら
、

自
分
の
役
割
は
、
そ
の
「
の
り
し
ろ
」
の
部
分
を

つ
く
る
こ
と
だ
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
大

事
な
こ
と
は
、
診
察
室
だ
け
で
な
く
、
ひ
と
り
の

岩
手
県
岩
泉
町
に
、「
読
書
会
」
を
主
宰
す
る

医
師
が
い
る
。
櫻
井
広
子
さ
ん
。
普
段
は
「
家
庭

医
療
専
門
医
」
と
し
て
活
動
す
る
医
師
だ
。
櫻
井

さ
ん
は
、
な
ぜ
読
書
会
を
開
催
し
て
い
る
の
か
。

お
話
を
伺
う
と
、
こ
れ
か
ら
の
地
域
医
療
を
担
う

医
師
の
、
新
た
な
役
割
が
見
え
て
き
た
。

い
ま
は
子
育
て
中
で
、
家
庭
医
療
専
門
医
と
し

て
町
内
の
病
院
で
非
常
勤
で
働
い
て
い
ま
す
。
家

庭
医
療
専
門
医
と
い
う
の
は
一
言
で
言
え
ば
「
か

か
り
つ
け
医
」
の
こ
と
で
す
。
健
康
の
こ
と
、
な

ん
で
も
相
談
に
の
り
ま
す
。
お
腹
が
痛
い
、
熱
っ

ぽ
い
と
い
っ
た
話
だ
け
で
な
く
、
身
体
が
し
ん
ど

い
な
と
か
、
じ
ん
ま
し
ん
が
出
た
と
か
、
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
の
物
忘
れ
が
激
し
く
な
っ
て
き
た
と
か
。

そ
う
い
う
、
地
域
の
皆
さ
ん
の
暮
ら
し
の
な
か
の
、

と
く
に
健
康
に
つ
い
て
の
お
困
り
ご
と
を
聞
い
て
、

長
い
期
間
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
関
わ
ら
せ
て
も
ら

う
の
が
家
庭
医
療
専
門
医
で
す
。

た
だ
、
あ
ま
り
自
分
の
こ
と
を
医
者
だ
と
思
っ

て
い
な
く
て
。
医
者
と
し
て
声
を
か
け
ら
れ
る
と

「
い
や
い
や
、
そ
ん
な
、
医
者
な
ん
て
…
…
」
と

思
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
目
指
し
て
い
る
の
は
、

だ
れ
だ
れ
ち
ゃ
ん
の
お
母
さ
ん
の
広
子
さ
ん
っ
て

思
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
ね
。
地
域
の
な
か
に

ち
ゃ
ん
と
「
わ
た
し
」
が
い
て
、
そ
こ
に
「
あ
の

人
お
医
者
さ
ん
な
ん
だ
よ
」
っ
て
付
け
加
え
て
も

ら
え
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
イ
メ
ー
ジ
。
医
師
で
あ

る
前
に
、
岩
泉
に
暮
ら
す
ひ
と
り
の
住
民
で
も
あ

り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

い
ま
、
定
期
的
に
「
び
ぶ
り
ば
読
書
会
」
と
い

う
読
書
会
を
開
い
て
い
ま
す
。
本
が
好
き
で
、
夫

婦
で
よ
く
本
の
話
を
す
る
の
で
す
が
、
本
を
読
ん

生
活
者
と
し
て
お
話
し
で
き
る
場
を
つ
く
る
こ
と

だ
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
家
族
が
倒
れ
た
ら
ど
う

す
る
か
、
自
分
な
ら
ど
う
し
て
欲
し
い
か
、
ど
う

い
う
地
域
だ
っ
た
ら
認
知
症
に
な
っ
て
も
過
ご
せ

る
よ
う
に
な
る
か
。
病
院
の
中
に
も
外
に
も
、
自

分
の
好
き
な
こ
と
に
付
随
し
て
「
生
き
る
こ
と
」

や
「
死
に
場
所
」
な
ん
か
に
つ
い
て
も
話
せ
る
場

が
増
え
て
い
く
と
い
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
読

書
会
が
、
そ
の
居
場
所
の
ひ
と
つ
に
な
れ
た
ら
い

い
で
す
ね
。

地
域
の
皆
さ
ん
も
、
専
門
職
の
皆
さ
ん
も
、
医

師
と
い
う
だ
け
で
高
い
壁
を
感
じ
て
し
ま
う
人
が

多
い
と
思
い
ま
す
が
、
み
ん
な
に
気
軽
に
相
談
し

て
欲
し
い
と
思
っ
た
ら
、
こ
ち
ら
か
ら
「
そ
ん
な

壁
は
な
い
ん
で
す
よ
」
と
言
い
に
い
か
な
く
ち
ゃ

い
け
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
地
域
に
出
て
み

る
と
病
院
の
中
だ
け
の
世
界
は
狭
い
ん
だ
な
と
感

じ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
、
地
域
の
人
た
ち
の
健
康

を
支
え
な
が
ら
、
岩
泉
で
過
ご
す
こ
と
を
楽
し
ん

で
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、
そ
の
た
め
に

も
、「
家
庭
医
」
と
い
う
存
在
の
こ
と
も
、
皆
さ

ん
に
知
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
う
れ
し
い
で
す
。

秋田大学医学部を卒業後、2019 年に
家庭医療専門医取得。産休育休を経て、
現在は岩手県済生会岩泉病院勤務。医
局にっぽんの代表理事も務める。

櫻井広子（さくらい・ひろこ）

今
号
の
特
集
タ
イ
ト
ル
は
「
い
わ
き
人

の
死
に
様
」。
死
に
ま
つ
わ
る
デ
ー
タ
や

現
場
の
声
を
伝
え
る
こ
と
で
、
自
分
が
ど

う
老
い
、ど
う
最
後
を
迎
え
た
い
か
を「
自

分
ご
と
」
と
し
て
考
え
る
き
っ
か
け
に
し

た
い
と
い
う
狙
い
が
あ
っ
て
取
材
を
し
て

き
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
狙
い
を
考
え
る

ほ
ど
「
ど
れ
だ
け
準
備
し
て
も
死
ぬ
と
き

は
死
ん
じ
ゃ
う
し
な
」
と
い
う
思
い
が
生

ま
れ
、
取
材
に
本
腰
が
入
ら
な
い
。

そ
ん
な
な
か
で
出
会
っ
た
の
が
、
い
し

は
ら
葬
祭
・
石
原
さ
ん
の
「
最
後
に
は
わ

た
し
た
ち
が
い
ま
す
か
ら
」
と
い
う
言
葉

だ
っ
た
。
そ
う
な
の
だ
。
最
期
の
最
期
に

石
原
さ
ん
の
よ
う
な
人
た
ち
が
砦
の
よ
う

に
存
在
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
ぼ
く
た
ち

は
安
心
し
て
死
ね
る
の
だ
し
、
死
に
つ
い

て
自
由
に
、
時
に
ふ
ま
じ
め
に
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
た
。

介
護
、
医
療
、
福
祉
だ
け
で
は
な
い
。

葬
儀
や
埋
葬
、
そ
し
て
慰
霊
と
追
悼
。
死

後
の
関
わ
り
ま
で
視
野
を
広
げ
な
け
れ
ば

「
地
域
包
括
ケ
ア
」
を
語
っ
た
こ
と
に
な

ら
な
い
。
そ
ん
な
「
喝
」
を
入
れ
て
い
た

だ
い
た
気
が
し
た
し
、
石
原
さ
ん
の
よ
う

な
方
が
い
る
い
わ
き
っ
て
、
じ
つ
は
、
死

に
つ
い
て
考
え
る
の
に
向
い
て
い
る
地
域

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ま
で
も「
死
」

に
つ
い
て
考
え
て
き
た
い
ご
く
編
集
部
。

取
材
は
ま
だ
ま
だ
終
わ
り
そ
う
に
な
い
。

舞子浜病院名誉院長。認知症専門医として患
者の診断に当たりながら、地域のケアパスの
策定などにも関わる。また、講演活動などを
通じて、医師の視点からわかりやすく認知症
を伝えている。

宮城県在住。自動車販売会社の営業マンとし
て活躍していたときに若年性認知症と診断。
同社にて総務・人事として働くかたわら、当
事者が元気になる仕組み作りや企画などの活
動を展開する。

田子 久夫丹野 智文 （たんの・ともふみ） （たご・ひさお）

９
月
21
日
の
「
世
界
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
デ
ー
」

に
合
わ
せ
、
い
わ
き
市
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

と
認
知
症
の
人
と
家
族
の
会
福
島
県
支
部
は
、

若
年
性
認
知
症
当
事
者
の
丹
野
智
文
さ
ん
に
よ

る
講
演
会
を
開
催
し
ま
し
た
。
ご
講
演
の
後
に

は
、
舞
子
浜
病
院
名
誉
院
長
で
認
知
症
専
門
医

の
田
子
久
夫
先
生
と
の
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
も
開
催
。

そ
こ
で
語
ら
れ
た
当
事
者
た
ち
の
言
葉
を
、
こ

こ
で
振
り
返
り
ま
す
。

丹
野
さ
ん
は
、
自
動
車
販
売
の
営
業
マ
ン
を

し
て
い
た
39
歳
の
時
に
物
忘
れ
が
ひ
ど
く
な
り
、

若
年
性
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
と
診
断
さ

れ
ま
す
が
、
ご
自
身
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
や
周

囲
の
助
け
を
得
て
仕
事
を
続
け
、
現
在
は
講
演

を
軸
に
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。「
い
ご
く
」
の

第
５
号
、「
認
知
症
解
放
宣
言
」
の
特
集
で
も

丹
野
さ
ん
の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

丹
野
さ
ん
が
こ
の
日
の
ト
ー
ク
で
ま
ず
お
話

し
し
た
の
が
、
待
つ
こ
と
の
大
切
さ
。

「
認
知
症
と
診
断
さ
れ
る
と
、
家
族
が
『
こ

の
人
、
喋
れ
な
い
ん
で
す
』
な
ん
て
い
う
人
が

い
ま
す
が
、
私
が
会
っ
て
き
た
当
事
者
の
皆
さ

ん
、
み
ん
な
喋
り
ま
す
よ
。
だ
か
ら
根
気
強
く

待
っ
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
を
『
喋
れ
な

い
』
と
決
め
つ
け
て
し
ま
う
か
ら
、
喋
る
機
会

が
奪
わ
れ
て
、
そ
の
結
果
、
本
当
に
喋
れ
な
く

な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
」

こ
れ
に
対
し
て
田
子
先
生
も
「
認
知
症
の
症

状
が
重
く
な
っ
て
寝
た
き
り
に
見
え
て
も
、
お

は
よ
う
、
お
元
気
で
す
か
？　

と
言
葉
を
か
け

る
と
涙
を
流
さ
れ
る
人
も
い
ま
す
。
ど
う
せ
伝

わ
ら
な
い
と
思
わ
ず
に
言
葉
を
か
け
る
こ
と
が

大
切
で
す
」
と
語
り
ま
し
た
。

ま
た
、
丹
野
さ
ん
は
、
対
話
に
デ
ジ
タ
ル
機

器
を
使
う
の
も
い
い
と
提
案
し
ま
し
た
。

「
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
予
定
を
聞
く
方

が
い
ま
す
よ
ね
。
家
族
は
う
る
さ
い
な
あ
、
面

倒
だ
な
と
思
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

そ
う
い
う
時
は
グ
ー
グ
ル
の
ア
プ
リ
を
使
っ
て

予
定
を
管
理
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
グ
ー
グ
ル

は
何
回
聞
い
て
も
ち
ゃ
ん
と
教
え
て
く
れ
ま
す

か
ら
。
で
き
な
か
っ
た
っ
て
残
念
な
気
持
ち
を

残
さ
ず
、
今
日
は
こ
れ
が
で
き
た
、
う
ま
く
い

っ
た
と
い
う
小
さ
な
成
功
体
験
を
つ
く
っ
て
い

く
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
」

田
子
先
生
に
よ
る
と
、
特
に
認
知
症
だ
と
診

断
さ
れ
た
ば
か
り
の
時
期
に
、
自
信
を
失
っ
た

り
、
こ
れ
か
ら
ど
う
す
れ
ば
い
い
ん
だ
と
落
ち

込
ん
だ
り
し
て
し
ま
う
と
い
い
ま
す
。
周
囲
の

人
た
ち
が
勝
手
に
症
状
が
重
い
と
決
め
つ
け
て

し
ま
い
、
行
動
を
制
限
し
て
し
ま
う
と
、
ご
本

人
に
余
計
な
ス
ト
レ
ス
が
か
か
り
ま
す
。
鍵
は

「
普
通
」
だ
と
丹
野
さ
ん
は
語
り
ま
す
。

「
う
ち
の
妻
な
ん
て
、
ぼ
く
が
パ
ン
を
焼
い

た
の
を
忘
れ
て
焦
が
し
ち
ゃ
っ
て
も
、
ま
た
焼

け
ば
？　

と
流
し
て
く
れ
ま
す
。
す
る
と
ぼ
く

も
次
は
焦
が
さ
な
い
ぞ
と
思
っ
て
ト
ー
ス
タ
ー

の
前
に
張
り
付
き
ま
す
か
ら
焦
が
さ
ず
に
焼
け

る
。
そ
れ
が
自
信
に
な
り
ま
す
。
怒
ら
ず
に
、

普
通
に
し
て
く
れ
た
ら
い
い
ん
で
す
。」

娘
さ
ん
た
ち
の
「
普
通
」
も
、
丹
野
さ
ん
に

と
っ
て
は
あ
り
が
た
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

「
娘
た
ち
も
ね
、
反
抗
期
に
は
ぼ
く
に
よ
く

『
邪
魔
』
っ
て
言
っ
て
き
ま
し
た
。
で
も
そ
れ

が
う
れ
し
か
っ
た
ん
で
す
。
重
度
の
病
気
だ
と

思
っ
て
な
い
か
ら
彼
女
た
ち
も
反
抗
す
る
わ
け

で
す
よ
ね
。
普
通
で
い
い
ん
で
す
。
余
計
な
手

助
け
も
必
要
な
い
。
困
っ
た
時
に
、
こ
れ
が
困

っ
て
る
か
ら
助
け
て
よ
っ
て
言
え
る
環
境
こ
そ

が
大
事
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
」

認
知
症
の
当
事
者
、
と
い
う
言
葉
だ
け
見
る

と
、
特
別
な
支
援
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
と
か
、

お
話
が
通
じ
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
な
ど
と
思

っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
普
通
で

い
い
」
と
い
う
丹
野
さ
ん
の
言
葉
は
、
一
般
の

私
た
ち
に
も
勇
気
を
与
え
て
く
れ
る
一
言
の
よ

う
に
思
い
ま
し
た
。
特
別
な
ス
キ
ル
や
知
識
が

な
く
て
も
普
通
に
交
流
す
れ
ば
い
い
。
そ
れ
が
、

そ
の
人
ら
し
く
生
き
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
丹

野
さ
ん
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
い
ま
は
ま
だ
認
知
症

の
外
側
に
い
る
私
た
ち
も
、
し
っ
か
り
と
受
け

止
め
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

いわき産業創造館で開催されたトーク。終始和やかな雰囲気でした。当
事者の言葉に真剣にメモを取る人たちの姿も。ちなみに丹野さん、今年
新しい著書『認知症の私から見える社会』（講談社＋α新書）を上梓され
ました。関心のある方はぜひ読んでみましょう。

岩手県岩泉町　びぶりば読書会  主宰　櫻井広子さん

9 8紙のいごく vol.11　 いわき人の死に様紙のいごく vol.11　 講演会レポート『認知症と共に生きる』





新
聞
を
読
ん
で
い
て
の
け
ぞ
っ
た
。
い
わ
き

市
主
催
「
吉
野
せ
い
賞
」
の
特
別
賞
に
菅
野
豫よ

さ
ん
の
名
前
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。
彼
女
は
私
た

ち
編
集
部
の
第
一
号
取
材
先
。
そ
し
て
記
念
す

べ
き
創
刊
号
に
で
か
で
か
と
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を

掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
、
あ
の
小
川
町
の
カ

リ
ス
マ
ヨ
ギ
で
あ
る
。

授
賞
式
の
会
場
は
奇
し
く
も
前
回
の
撮
影
を

行
っ
た
草
野
心
平
文
学
記
念
館
で
あ
っ
た
。
あ

の
時
と
同
じ
場
所
で
ま
た
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を
撮

り
た
い
。
さ
っ
そ
く
訪
問
し
て
申
し
込
ん
だ
。

式
の
後
、
豫
さ
ん
は
小
高
い
丘
ま
で
ひ
ょ
い

ひ
ょ
い
と
登
っ
て
き
て
く
れ
た
。「
ど
こ
ま
で

も
登
れ
る
よ
」
と
や
さ
し
く
微
笑
む
こ
の
御
婦

人
は
御
年
九
十
六
歳
で
あ
る
。
歴
代
受
賞
者
最

高
齢
。「
年
だ
か
ら
ご
ほ
う
び
だ
」
と
謙
遜
し

て
い
た
け
れ
ど
、
紛
れ
も
な
い
力
量
が
正
し
く

評
価
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

「
百
歳
ま
で
生
き
よ
う
と
思
っ
て
た
け
ど
気

が
つ
い
た
ら
あ
と
四
年
」
と
笑
う
豫
さ
ん
に
元

気
の
秘
訣
を
伺
う
と
「
ま
ず
ご
飯
を
食
べ
る
。

そ
し
て
動
く
。
人
間
は
動
物
だ
。
動
く
物
な
ん

だ
」
と
即
答
。
い
ご
く
！ 

感
無
量
で
す
。

豫
さ
ん
、
あ
ら
た
め
て
受
賞
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
ま
た
し
て
も
一
本
取
ら
れ
ま
し
た
、

な
ど
と
言
っ
て
い
た
ら
、
な
ん
と
次
作
は
も
う

書
き
あ
が
っ
て
い
て
応
募
先
を
探
し
て
い
る
ら

し
い
。
い
や
は
や
、
そ
の
「
い
ご
き
」
に
私
た

ち
は
い
つ
も
驚
か
さ
れ
る
ば
か
り
だ
。

文
・
江
尻
浩
二
郎　

写
真
・
渡
邉
陽
一
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