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着衣のバレリーナ（1946年） 
 
　戦時中、神奈川県津久井郡吉野町（現
在の藤野町）に一時疎開していた猪熊は、
終戦の翌年田園調布の自宅に戻っています。
この頃より、作品には鮮やかな色彩が用い
られ始めます。細かな部分を省略し、鮮や
かな色を使ったこの頃の作品には、猪熊が
パリで直接指導を受けたフォービスムの巨
匠アンリ・マティスの影響が色濃く表れて
います。マティスからのアドヴァイスを、「対
象を深く理解し、それを自分のものとして消
化し表現することだ」と理解した猪熊は、「猪
熊はマティスだ」という酷評を受けながらも、
カンヴァスに向かい果敢に挑戦を続けました。
対象を単純化することにより、猪熊が感じ
た曲線、色などのエッセンスが抽出され、
強調されて美しい旋律を奏でています。 
　この作品は、赤い床に緑色の壁という
強烈な配色による室内に、ボリュームのあ
る衣裳を身につけたバレリーナが佇む姿を
描いたものです。壁面に飾られた絵画の
中にもポーズをとった脚が描かれ、バレリー
ナ独特の曲線美に興味を持っていたこと
がうかがえます。 
 

＜猪熊弦一郎略歴＞ 

1902（明治35）年、香川県高松市に
生まれる。 
東京美術学校（現東京芸術大学）で藤
島武二氏に師事。 
1955（昭和30）年渡米。晩年、ハワイ
にアトリエを移す。 
1991（平成3）年、丸亀市猪熊弦一郎
現代美術館開館。 
1993（平成5）年5月17日逝去、90歳。 

 
［丸亀市猪熊弦一郎現代美術館提供］ 

わ 

が つ あ い  



「
法
灯
　
連
綿
た
る

五
岳
の
郷
　
長
寿
…
」。

善
通
寺
市
民
会
館
の
一
階
集
会
場
に
、
腹
の
奥
底

か
ら
出
す
力
強
い
声
が
響
き
渡
る
。
今
日
は
、
善

通
寺
長
寿
吟
詠
会
の
週
に
一
度
の
練
習
日
だ
。
こ

の
冬
一
番
の
寒
さ
だ
っ
た
前
日
に
続
き
、
こ
の
日

も
寒
空
が
広
が
り
冷
え
込
ん
で
い
た
が
、
渡
邊
会

長
は
じ
め
十
六
人
の
メ
ン
バ
ー
は
寒
さ
を
も
の
と

も
せ
ず
元
気
に
参
加
し
た
。
男
性
陣
四
人
は
も
ち

ろ
ん
、
通
風
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
と
い
う
最
高
齢

の
山
下
さ
ん
も
痛
み
を
押
し
て
の
出
席
だ
。

善
通
寺
吟
詠
会
の
活
動
が
始
ま
っ
た
の
は
、
今

か
ら
二
十
三
年
前
の
四
月
の
こ
と
。
当
時
、
吟
詠

を
や
り
た
い
と
い
う
お
年
寄
り
は
い
た
も
の
の
、
若

い
人
た
ち
に
混
じ
っ
て
や
る
に
は
体
力
的
に
も
発

声
の
う
え
で
も
無
理
が
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、
詩
吟

好
き
の
お
年
寄
り
が
気
軽
に
参
加
し
て
溶
け
込
め

る
よ
う
な
、
六
十
歳
以
上
の
お
年
寄
り
だ
け
の
会
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エ
イ
ジ
レ
ス
・
ラ
イ
フ
の

模
範
的
事
例
に
選
ば
れ
る

年
齢
に
と
ら
わ
れ
ず
生
き
生
き
と
生
活
す
る
高
齢

者
や
、
積
極
的
に
社
会
参
加
活
動
を
行
っ
て
い
る
団

体
を
た
た
え
る
内
閣
府
の
二
〇
〇
三
年
度
の
「
エ
イ

ジ
レ
ス
・
ラ
イ
フ
実
践
者
及
び
社
会
参
加
活
動
事

例
」
の
活
動
事
例
に
、「
善
通
寺
長
寿
吟
詠
会
」（
渡

邊
ア
サ
会
長
）
が
選
ば
れ
た
。
こ
の
会
は
、
九
十
歳

以
上
の
会
員
五
人
を
含
め
て
平
均
年
齢
は
八
十
三

歳
。
二
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
、
会
員
が
互
い
に
励

ま
し
あ
っ
て
活
動
し
て
い
る
点
な
ど
が
評
価
さ
れ
た
。

会
長
の
渡
邊
さ
ん
は
三
十
九
歳
の
時
に
、
吟
詠
の
世

界
に
入
門
。
現
在
、
清
吟
堂
香
川
県
支
部
役
員
や

同
本
部
婦
人
部
長
を
務
め
る
ほ
か
、
吟
詠
や
茶
道
、

華
道
の
趣
味
を
活
か
し
、
公
民
館
活
動
な
ど
の
講
師

と
し
て
後
進
の
指
導
に
当
た
っ
て
い
る
。

詩
吟
好
き
の
お
年
寄
り
が

気
軽
に
参
加
で
き
る
会
を

好
き
な
こ
と
や
自
ら
の
好
奇
心
を
満
た
す
た
め
に

一
生
懸
命
に
情
熱
を
燃
や
す
。

そ
こ
に
信
じ
あ
え
る
仲
間
が
い
れ
ば
、
も
っ
と
楽
し
い
し
、

や
り
が
い
も
、
生
き
が
い
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

今
回
の
「
い
き
い
き
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
は
、

お
年
寄
り
が
気
軽
に
参
加
で
き
る
吟
詠
の
会
を
つ
く
り

二
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
実
践
活
動
を
続
け
て
き
た

「
善
通
寺
長
寿
吟
詠
会
」
の
皆
さ
ん
を
お
訪
ね
し
ま
し
た
。善通寺市民会館での練習風景
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を
作
ろ
う
と
い
う
話
に
な
り
、
渡
邊
会
長
が
中
心

に
な
っ
て
公
民
館
活
動
と
し
て
の
吟
詠
の
会
が
発

足
す
る
運
び
と
な
っ
た
。
以
来
二
十
年
余
り
の
間
、

毎
週
一
回
、
金
曜
日
の
午
後
一
時
か
ら
三
時
ま
で

の
練
習
は
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
欠
か
し

た
こ
と
は
な
い
と
い
う
。

現
在
、
会
員
の
数
は
二
十
三
人
で
、
そ
の
平
均
年

齢
は
八
十
三
・
三
歳
。
発
足
当
初
は
五
十
人
ほ
ど

の
メ
ン
バ
ー
が
い
た
そ
う
だ
が
、
当
時
の
メ
ン
バ
ー

は
今
で
は
三
人
く
ら
い
し
か
残
っ
て
い
な
い
。

香
川
県
で
初
め
て
女
性
と
し
て
吟
詠
の
師
の

門
を
叩
き
会
の
立
ち
上
げ
か
ら
今
日
ま
で
指
導
を

行
っ
て
き
た
渡
邊
会
長
は
、「
み
な
さ
ん
お
年
寄

り
ば
か
り
で
す
か
ら
、
年
を
経
る
ご
と
に
会
員
が

減
っ
て
、
今
で
は
参
加
者
の
顔
ぶ
れ
も
す
っ
か
り

様
変
わ
り
し
ま
し
た
」
と
、
苦
楽
を
共
に
し
て
き

た
会
の
長
い
歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
し
み
じ
み

と
語
る
。

吟
詠
は
カ
ラ
オ
ケ
と
違
っ
て
難
し
い
も
の
と
い

う
先
入
観
が
あ
る
た
め
か
、
新
し
い
会
員
が
増
え

な
い
の
が
悩
み
の
種
。
そ
れ
で
も
、
会
員
や
そ
の

知
人
を
通
じ
て
参
加
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

練
習
は
、
一
人
ひ
と
り
が
前
に
出
て
、
短
歌
や

俳
句
、
漢
詩
な
ど
を
集
め
た
教
本
を
見
な
が
ら
ト

レ
ー
ナ
ー
と
い
う
キ
ー
ボ
ー
ド
に
合
わ
せ
て
詩
吟
を

吟
じ
る
。
教
本
に
は
、
音
の
高
低
を
表
す
記
号
が

載
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
声
に
抑
揚
を
つ
け

る
。
ど
の
曲
を
選
ぶ
か
は
自
由
で
、
好
み
の
曲
を
自

分
で
選
べ
る
わ
け
だ
。

会
員
の
皆
さ
ん
が
順
番
に
練
習
し
て
い
く
中
で
、

ひ
と
き
わ
張
り
の
あ
る
力
強
い
の
ど
を
聞
か
せ
て
く

れ
た
の
は
、
副
会
長
の
森
村
秋
平
さ
ん
だ
。
長
寿

吟
詠
会
に
参
加
し
た
の
は
平
成
十
一
年
か
ら
だ
が
、

詩
吟
歴
は
三
十
年
近
い
。「
私
は
渡
邊
会
長
に
惚
れ

込
ん
で
会
に
入
り
ま
し
た
。
詩
吟
は
、
独
特
の
音

程
の
と
り
か
た
や
、
情
感
の
出
し
方
が
難
し
く
、
標

準
語
を
基
本
に
し
て
い
る
の
で
讃
岐
弁
が
染
み
付

い
て
い
る
と
そ
れ
を
直
す
の
に
苦
労
し
ま
す
」
と
、

森
村
さ
ん
は
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
な
が
ら
穏
や
か
な
笑

顔
で
語
る
。
こ
の
日
の
練
習
は
、
二
月
の
善
通
寺

公
民
館
ま
つ
り
へ
の
出
演
を
目
前
に
し
た
も
の
で
、

全
員
が
一
巡
し
た
あ
と
C
D
か
ら
流
れ
る
音
楽
に

合
わ
せ
て
本
番
さ
な
が
ら
の
稽
古
が
始
ま
っ
た
。

会
で
は
、
公
民
館
ま
つ
り
を
は
じ
め
、
詩
吟
の

中
讃
連
盟
の
大
会
、
全
国
吟
詠
コ
ン
ク
ー
ル
な
ど
、

一
年
を
通
し
て
節
目
節
目
に
大
会
が
あ
り
、
会
員

の
皆
さ
ん
は
そ
の
出
演
を
目
標
に
し
て
練
習
に
励

ん
で
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
大
会
へ
は
全
員
が
参
加
で

き
る
よ
う
、
会
長
が
会
員
の
適
性
を
考
え
な
が
ら

演
目
を
選
ぶ
と
い
う
。

渡
邊

わ

た

な

べ

ア
サ
さ
ん（
85
歳
）

節
目
節
目
の
吟
詠
大
会
が

練
習
の
大
き
な
励
み
に

会員の皆さんの前で順番に吟詠を練習



ち
な
み
に
、
昨
年
の
善
通
寺
市
の
「
文
化
の
ま
つ
り
」
で
は
、

全
員
参
加
で
「
垂
乳
根
の
母
を
偲
び
て
」
と
題
し
た
構
成
吟
を

演
じ
た
。
こ
れ
は
、「
母
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
短
歌
や
漢
詩
な
ど

を
組
み
合
わ
せ
て
ス
ト
ー
リ
ー
仕
立
て
に
し
た
も
の
で
、
会
員

一
人
ひ
と
り
が
次
々
と
舞
台
に
立
ち
、
二
十
八
分
間
と
い
う
上

演
時
間
の
め
り
は
り
に
ひ
と
工
夫
。
好
評
を
博
し
た
。
こ
の
構

成
吟
を
企
画
・
構
成
し
た
の
は
、
会
の
ま
と
め
役
と
も
い
う
べ

き
今
泉
末
子
さ
ん
だ
。

今
泉
さ
ん
は
、
長
寿
吟
詠
会
の
会
員
だ
っ
た
ご
主
人
の
付

き
添
い
で
参
加
し
て
い
た
の
が
き
っ
か
け
で
昭
和
六
十
三
年

に
入
会
し
た
。
会
の
運
営
に
と
っ
て
は
な
く
て
は
な
ら
な
い

存
在
で
、
会
計
の
我
部
山
さ
ん
や
監
査
の
細
川
さ
ん
ら
と
と

も
に
庶
務
の
役
目
を
手
際
よ
く
こ
な
し
て
い
る
。

「
会
の
運
営
が
う
ま
く
い
く
の
は
、
会
員
一
人

ひ
と
り
が
自
分
の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
か
ら
。

練
習
の
た
め
に
机
を
出
し
た
り
、
お
茶
を
出
し
た

り
お
世
話
す
る
の
は
当
番
制
だ
し
、
こ
の
会
は
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
の
精
神
で
成
り
立
っ
て
い
る
ん
だ
と

思
い
ま
す
よ
」
と
、
今
泉
さ
ん
は
謙
遜
す
る
。

長
寿
吟
詠
会
の
会
費
は
、
一
人
五
百
円
。
こ
れ
で

は
、
練
習
会
場
の
使
用
料
や
例
会
に
出
す
お
や
つ
、

コ
ン
ク
ー
ル
の
出
演
に
か
か
る
費
用
な
ど
を
考
え

る
と
と
て
も
足
り
な
い
が
、
そ
ん
な
窮
状
を
見
か

ね
た
会
員
か
ら
の
善
意
の
寄
付
な
ど
も
あ
っ
て
、

行
政
か
ら
の
補
助
金
な
ど
を
受
け
る
こ
と
も
な
く

何
と
か
や
り
く
り
し
て
い
る
。

「
活
動
費
は
大
丈
夫
か
と
心
配
し
て
下
さ
る
方

も
多
い
ん
で
す
よ
」
と
、
笑
い
な
が
ら
語
る
今
泉

さ
ん
。
会
の
運
営
は
、
会
員
自
身
の
中
に
あ
る

「
善
通
寺
長
寿
吟
詠
会
は
自
分
た
ち
の
会
だ
」
と

い
う
強
い
思
い
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

一
年
間
の
活
動
の
企
画
や
運
営
に
つ
い
て
は
、

毎
年
四
月
に
催
す
総
会
で
会
員
全
員
が
納
得
し

た
上
で
決
め
る
。
一
昨
年
ま
で
は
、
会
員
同
士
の

交
流
や
親
睦
を
図
る
た
め
、
介
護
講
習
会
と
い
っ

た
研
修
会
や
小
旅
行
な
ど
を
催
し
て
き
た
が
、
そ

の
年
の
九
月
に
、
渡
邊
会
長
が
体
調
を
崩
し
て

急
遽
入
院
し
た
た
め
に
中
止
。
昨
年
四
月
に
元

気
に
な
っ
て
復
帰
を
果
た
し
た
の
を
機
に
年
一

回
、
詩
吟
の
稽
古
と
あ
わ
せ
て
、
み
ん
な
が
室
内

で
無
理
な
く
で
き
る
折
り
紙
教
室
を
催
す
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
。

「
会
の
モ
ッ
ト
ー
は
、
”
健
康
で
、
元
気
で
、
ほ

が
ら
か
に
“
。
と
に
か
く
、
仲
間
同
士
が
お
互
い

に
い
た
わ
り
合
い
、
励
ま
し
合
い
、
和
気
あ
い
あ

い
と
、
そ
し
て
楽
し
く
練
習
す
る
の
が
一
番
で
す

ね
」
と
今
泉
さ
ん
。
こ
れ
こ
そ
が
、
善
通
寺
長
寿

吟
詠
会
の
活
動
の
最
た
る
目
的
だ
ろ
う
。

4

自
分
た
ち
の
会
だ
か
ら

自
分
た
ち
の
手
で

森村
も り む ら

秋平
しゅうへい

さん（81歳）



吟
詠
に
は
、
た
だ
聞
い
て
い
る
だ
け
で
は
分
か

ら
な
い
魅
力
が
あ
る
と
い
う
。
森
村
さ
ん
は
そ
の

魅
力
を
、「
詩
吟
は
、
ま
さ
に
日
本
人
の
心
と
で
も

言
う
べ
き
も
の
。
そ
の
詩
吟
を
仲
間
み
ん
な
と
心

を
一
つ
に
し
て
や
る
こ
と
に
大
き
な
喜
び
を
感
じ

ま
す
」
と
語
る
。

吟
詠
は
健
康
に
い
い
と
、
そ
の
効
用
を
話
し
て

く
れ
た
の
は
細
川
さ
ん
。「
腹
式
呼
吸
で
吟
詠
を

や
っ
て
い
る
と
、
段
々
と
大
き
な
声
が
出
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
こ
の
呼
吸
法
が
い
い
の
か
、
年
の

割
に
は
元
気
な
ん
で
す
よ
」
と
に
こ
に
こ
笑
う
。

相
槌
を
う
ち
な
が
ら
、「
吟
詠
を
や
り
始
め
て
か

ら
、
お
腹
か
ら
声
を
出
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」

と
い
う
の
は
真
部
さ
ん
。
横
か
ら
は
、
最
年
少
の

川
内
さ
ん
が
、「
年
を
と
っ
て
も
で
き
そ
う
で
す
し

ね
」
と
口
を
添
え
る
。
ち
な
み
に
、
詩
吟
を
一
曲

健
康
づ
く
り
に
つ
な
が
り
、
知
的
好
奇
心
も
満

た
し
て
く
れ
る
吟
詠
は
、
ま
さ
に
一
石
何
鳥
も
の

生
涯
学
習
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

始
め
た
理
由
は
何
で
あ
れ
、
心
を
一
つ
に
青
吐

朗
々
と
吟
じ
る
声
を
聞
い
て
い
る
と
、
年
齢
を
感

じ
さ
せ
な
い
張
り
と
パ
ワ
ー
が
感
じ
ら
れ
た
。

人
が
増
え
れ
ば
増
え
る
ほ
ど
、
一
つ
に
ま
と
ま

る
の
は
難
し
く
な
る
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
、

互
い
を
い
た
わ
り
あ
う
心
、
感
謝
す
る
心
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
。

人
の
た
め
に
役
立
ち
、
そ
の
こ
と
に
喜
び
を
感
じ

る
。
そ
ん
な
気
持
ち
を
み
ん
な
が
持
て
ば
、
心
は

き
っ
と
一
つ
に
ま
と
ま
る
。
善
通
寺
長
寿
吟
詠
会

の
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
良
さ
は
、
そ
の
お
手
本
に
な
る

も
の
だ
ろ
う
。

吟
じ
る
と
、
千
歩
歩
い
た
の
と
同
じ
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
消
費
す
る
と
い
う
。

以
前
か
ら
和
歌
や
漢
詩
な
ど
の
古
典
が
好
き
で
、

こ
の
世
界
に
入
っ
た
と
い
う
会
員
も
多
い
。「
も
と

も
と
国
語
は
苦
手
だ
っ
た
け
れ
ど
、
漢
詩
は
大
好

き
。
そ
の
詩
を
自
分
で
情
感
を
出
し
な
が
ら
吟
じ

て
い
る
と
、
つ
く
づ
く
日
本
人
に
生
ま
れ
て
よ
か
っ

た
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
の
は
、
入
江
さ
ん
。
香
川

さ
ん
も
、
子
供
の
頃
か
ら
和
歌
が
好
き
だ
っ
た
こ

と
が
吟
詠
を
は
じ
め
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
か
。

知
的
好
奇
心
を
く
す
ぐ
ら
れ
て
始
め
た
と
い
う
の
は

橋
本
さ
ん
だ
。「
詩
吟
を
通
じ
て
和
歌
や
漢
詩
を
読
ん

で
い
る
と
、
学
ば
ず
し
て
昔
の
歴
史
が
身
に
付
い
て
く

る
ん
で
す
よ
」、
と
い
た
ず
ら
っ
ぽ
い
笑
顔
を
見
せ
る
。

橋
本
さ
ん
は
お
孫
さ
ん
に
も
、
何
で
も
い
い
か
ら
自
分

で
節
を
つ
け
て
歌
を
歌
う
よ
う
勧
め
て
い
る
と
い
う
。

5

腹
式
呼
吸
の
吟
詠
で

健
康
づ
く
り
と
生
涯
学
習

今
泉

い
ま
い
ず
み

末
子

す

え

こ

さ
ん（
74
歳
）

折り紙を使って楽しく干支づくり

善通寺市民文化祭で練習の成果を発表
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清
夜
に
、
美
し
い
星
空
を
眺
め
て

い
る
と
、
い
つ
も
想
い
浮
か
ぶ
の
が

武
者
小
路
実
篤
の
「
天
に
星
、
地
に

花
、
人
に
愛
」
の
こ
と
ば
で
す
。
星

は
空
に
咲
く
花
。
大
空
の
お
花
畑
の

真
ん
中
で
、
丸
い
お
月
さ
ま
が
ニ
コ

ニ
コ
ほ
ほ
笑
み
、
明
る
く
地
上
を
照

ら
し
て
い
ま
す
。
流
れ
る
よ
う
な
月

光
は
、
汚
れ
が
ち
な
私
た
ち
の
心
を

洗
い
清
め
、
限
り
な
い
慰
め
を
与
え

て
く
れ
ま
す
。

こ
の
月
の
よ
う
に
、
地
上
の
す

べ
て
の
生
き
物
に
、
分
け
隔
て
の

な
い
愛
の
光
を
放
つ
の
を
「
月
愛

が
つ
あ
い

」

と
い
い
ま
す
。
私
た
ち
も
、
月
愛

の
心
で
人
に
接
し
て
い
き
た
い
も
の

で
す
。

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
心
を
明
る
く
、

清
く
、
優
し
く
、
温
か
く
で
き
る
の

で
し
ょ
う
か
?

質
の
良
い
血
液
が
、
全
身
を
く
ま

な
く
、
す
み
ず
み
ま
で
循
環
し
て
い

れ
ば
、
す
べ
て
の
臓
器
は
活
気
づ

き
、
病
巣
部
な
ど
で
き
る
は
ず
が
あ

り
ま
せ
ん
。

脳
の
中
の
生
理
的
な
営
み
か
ら

生
じ
る
精
神
も
最
高
に
調
和
し
、

「
月
愛
の
人
」
と
な
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
血
質
血
循
こ
そ
、
健
康
の
要

で
す
。
で
は
、
質
の
良
い
血
液
を
造

る
に
は
?

宇
宙
飛
行
士
が
初
め
て
八
日
間

の
宇
宙
飛
行
に
成
功
し
た
と
き
、
驚

く
べ
き
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
で
す
。

宇
宙
船
内
で
は
、
一
日
ご
と
に
血

液
が
一
割
ず
つ
減
り
、
帰
還
を
祝

う
パ
ー
テ
ィ
で
は
、
な
ん
と
骨
が
四

分
の
一
も
失
わ
れ
て
い
た
た
め
、
花

束
さ
え
持
て
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

つ
ま
り
、
無
重
力
状
態
で
骨
に
力
が

一
切
加
わ
ら
な
い
と
、
わ
ず
か
八
日

間
で
骨
が
四
分
の
一
も
溶
け
流
れ
、

血
液
を
造
っ
て
い
る
骨
髄
も
ダ
メ
ー

ジ
を
受
け
る
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で

す
。
地
上
に
い
る
私
た
ち
も
、
運
動

や
力
仕
事
を
し
な
い
で
い
る
と
、
骨

に
力
が
加
わ
ら
な
い
の
で
、
宇
宙
飛

行
士
と
同
じ
よ
う
に
骨
や
骨
髄
が
減

り
、
血
液
が
造
れ
な
く
な
り
ま
す
。

血
液
は
一
度
造
ら
れ
る
と
永
遠
に

存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
赤
血
球
は

約
百
二
十
日
の
寿
命
し
か
あ
り
ま

せ
ん
。
体
内
で
は
毎
分
、
一
億
八

千
万
個
の
赤
血
球
が
死
滅
し
て
い

る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
常
に
血

液
を
造
っ
て
補
充
し
な
い
と
、
収
支

が
合
わ
ず
、
生
き
て
い
け
ま
せ
ん
。

造
血
力
を
ア
ッ
プ
す
る
に
は
、
宇

宙
飛
行
士
と
は
逆
に
、
骨
に
強
い

力
を
加
え
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の

で
す
。
骨
に
圧
力
が
加
わ
る
と
、
骨

に
圧
電
気
（
発
見
者
の
名
を
つ
け

て
、
ピ
エ
ゾ
電
気
と
も
い
い
ま
す
。

ガ
ス
ラ
イ
タ
ー
な
ど
の
点
火
な
ど
に

も
使
わ
れ
て
い
ま
す
）
が
発
生
し
ま

す
。
こ
の
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
骨
の

細
胞
は
分
裂
増
殖
し
、
骨
が
丈
夫

に
な
り
、
骨
髄
の
働
き
も
高
ま
り
、

造
血
作
用
が
活
発
に
な
る
の
で
す
。

カ
ル
シ
ウ
ム
を
と
っ
た
だ
け
で
は
、

骨
は
造
れ
ま
せ
ん
。
材
料
を
揃
え

た
だ
け
で
は
家
が
建
た
な
い
の
と
同

じ
で
す
。

そ
こ
で
、
骨
に
力
を
加
え
、
造
血

力
を
ア
ッ
プ
す
る
ヨ
ー
ガ
体
操
を
紹

介
し
ま
し
ょ
う
。
造
血
力
の
あ
る
骨

髄
の
あ
る
骨
は
、
胸
骨
、
肋
骨
、
椎

骨
、
腸
骨
、
指
骨
、
頭
蓋
骨
な
ど
で

は
つ
ら
つ
人
間
の
す
す
め

倉
本

英
雄

●
く
ら
も
と
ひ
で
お

（
香
川
銀
行
能
力
開
発
研
究
所
所
長
）

香川銀行能力開発研究所所長。香川ヨー
ガ道友会会長。香川大学講師。理学博士。
大阪大学名誉教授の佐保田鶴治博士に師
事。四国新聞文化教室やNHK文化セン
ター、かがわ社会保険センターの講師とし
て、また企業や官公庁などの研修や講演
等でも活躍中。四国新聞に心身の健康法
を7年間連載。高松市文化奨励賞、東久
邇宮記念賞、高松市市政功労賞を受賞。

そ
の
三

大
脳
の
バ
ッ
テ
リ
ー
を
充
電
し

月
愛

が

つ

あ

い

の
人
に
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す
。
こ
れ
ら
の
骨
に
力
を
加
え
、
圧

電
気
を
つ
く
る
の
に
最
適
な
の
が
、

ヨ
ー
ガ
体
操
な
の
で
す
。
ヨ
ー
ガ
体

操
は
、
あ
る
ポ
ー
ズ
を
つ
く
り
、
骨

に
圧
力
を
加
え
た
ま
ま
、
し
ば
ら
く

持
続
す
る
の
で
、
ま
さ
に
、
発
電
体

操
そ
の
も
の
で
す
。
ま
た
、
筋
肉
が

引
き
伸
ば
さ
れ
る
と
、
大
脳
の
バ
ッ

テ
リ
ー
も
充
電
さ
れ
ま
す
。

筋
肉
の
中
に
は
、
筋
紡
錘
と
い
う

コ
イ
ル
状
の
神
経
線
維
か
ら
な
る
セ

ン
サ
ー
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
ヨ
ー

ガ
体
操
で
筋
肉
が
引
き
伸
ば
さ
れ
る

と
、
こ
こ
か
ら
神
経
信
号
が
発
生

し
、
感
覚
神
経
を
通
っ
て
脳
幹
の

A
・
B
神
経
系
に
伝
わ
り
ま
す
。
す

る
と
A
神
経
系
か
ら
は
、
覚
醒
・
快

感
を
生
ず
る
ホ
ル
モ
ン
が
、
B
神
経

系
か
ら
は
鎮
静
・
清
澄
に
導
く
ホ
ル

モ
ン
が
分
泌
さ
れ
、
精
神
の
ア
ク
セ

ル
と
ブ
レ
ー
キ
が
整
い
ま
す
。
体
が

和
ら
ぎ
、
心
も
安
ら
ぎ
、
や
が
て

「
月
愛
の
人
」
に
。

で
は
、
造
血
力
と
大
脳
の
活
動
水

準
を
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
す
る
ポ
ー
ズ
を

二
つ
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
次
に
掲
げ

る
ヨ
ー
ガ
体
操
の
四
原
則
を
守
っ
て

行
い
ま
す
。

①
ゆ
っ
く
り
と
動
作
し
、
最
後
の
体

位
を
し
ば
ら
く
保
つ
。

②
ゆ
っ
く
り
と
し
た
呼
吸
に
合
わ
せ

て
動
作
す
る
。

③
内
な
る
声
に
耳
を
傾
け
、
自
分
の

感
覚
を
尺
度
に
行
う
。

④
一
ポ
ー
ズ
ご
と
に
必
ず
休
む
。

●造血力と大脳の活動水準を
レベルアップするポーズ

これらのポーズを、普通の呼吸をしながら、約三十秒間程度保つ。形にこだわらず、気持ちのい
いところで止めておく。「マンジの体位」については、休んだ後、反対側も。一日に三回。

コブラの体位 マンジの体位

＜効果＞
① のどを伸ばし、甲状腺に刺激が加わるので、老化防止、
若返りに効果があり、全身の神経組織も調う。

② ぜん息や気管支炎によく、背筋が柔軟になり、胸肺部
の血行もよくなる。

③ ムチ打ち症をはじめとする脊椎の異常を取り去り、腹
部内の臓器を強化する。

④ 造血機能の高い胸骨、椎骨、肋骨、腸骨が刺激される
ので、貧血症に卓効がある。

＜効果＞
① 肋骨や胸骨、椎骨、腸骨などの骨髄に刺激が加わり、造
血機能が高まる。

② 胸腺が強化され、免疫機構を調和させる。
③ 五臓六腑の働きを著しく高める。
④ こころを明るく積極的にする。骨盤の歪みも修正される。
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悪質商法

一
、
は
じ
め
に

善
良
な
人
を
だ
ま

し
て
お
金
を
も
う
け

る
悪
質
商
法
。
特
に

高
齢
者
は
加
齢
と
と
も
に
判
断
能
力
や

記
憶
力
が
低
下
し
て
い
く
う
え
に
、
年

金
な
ど
定
期
収
入
が
あ
り
比
較
的
ま
と

ま
っ
た
資
産
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
悪
質
な
事
業
者
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に

な
り
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
高
齢
者
は
商
品
な
ど
の
選
択

の
た
め
の
情
報
が
十
分
で
な
い
た
め
、

特
別
な
訓
練
を
受
け
て
話
術
に
長
け
た

事
業
者
の
セ
ー
ル
ス
ト
ー
ク
を
信
じ
て

し
ま
い
が
ち
で
す
。

そ
こ
で
、
今
回
は
高
齢
者
が
被
害
者

と
な
る
こ
と
の
多
い
「
ふ
と
ん
の
下
取

商
法
」
と
「
浄
水
器
の
ア
ン
ケ
ー
ト
商

法
」
に
つ
い
て
の
相
談
事
例
と
注
意
点

を
紹
介
し
ま
す
。

①
下
取
商
法

古
い
ふ
と
ん
を
下
取
り
す
る
と
言
っ
た

の
で
頼
ん
だ
ら
、
高
額
な
ふ
と
ん
を
買

わ
さ
れ
た
!

○
相
談
内
容

〈
相
談
1
〉

夕
食
の
時
間
帯
に
販
売
員
が
三
人
来

て
、
古
い
ふ
と
ん
を
引
き
取
る
の
で
差
額

を
出
し
て
新
し
い
ふ
と
ん
が
買
え
る
と
言

わ
れ
た
。
夕
食
時
の
あ
わ
た
だ
し
い
時
に

二
時
間
く
ら
い
説
得
さ
れ
、
契
約
を
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
今
と
な
っ
て
は
ど
う

し
て
契
約
し
た
か
も
わ
か
ら
な
い
。
ク
レ

ジ
ッ
ト
の
金
額
を
見
て
驚
い
て
い
る
。
解

約
し
た
い
。

〈
相
談
2
〉

古
い
ふ
と
ん
は
な
い
か
と
自
宅
に

販
売
員
が
来
た
の
で
出
し
た
。
新
し

い
座
ぶ
と
ん
を
く
れ
る
と
言
う
の
で
、

た
く
さ
ん
出
せ
ば
た
く
さ
ん
も
ら
え
る

と
思
い
、
古
い
座
ぶ
と
ん
も
出
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
何
か
買
っ
て
く
れ
な
い
と

会
社
に
戻
れ
な
い
と
言
っ
て
、
ム
ー
ト

ン
の
シ
ー
ツ
を
出
し
て
き
た
。
断
れ

ば
よ
か
っ
た
の
に
、
そ
の
場
の
流
れ

で
契
約
し
て
し
ま
っ
た
。
今
は
「
夜

も
眠
れ
な
い
」
と
言
う
母
。

○
処
理
内
容

〈
相
談
1
〉
は
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
期

間
内
（
八
日
間
）
だ
っ
た
の
で
、
解
約

で
き
ま
し
た
。

訪
問
販
売
の
場
合
、
特
定
商
取
引
に

関
す
る
法
律
に
よ
り
書
面
を
受
け
取
っ

た
日
か
ら
八
日
以
内
で
あ
れ
ば
、
契
約

を
解
除
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
契
約
の
場
合
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
に

も
通
知
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

〈
相
談
2
〉
は
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
期

間
を
過
ぎ
て
い
ま
し
た
。
娘
さ
ん
か
ら

の
相
談
で
し
た
の
で
、
母
親
の
話
を
よ

く
聞
き
、
話
を
ま
と
め
、
母
親
自
身
に

内
容
証
明
の
文
書
を
書
い
て
も
ら
い

送
付
す
る
よ
う
に
助
言
。
後
日
、
担

当
者
が
来
て
、
一
回
使
用
し
た
シ
ー

ツ
四
千
五
百
円
の
み
の
負
担
で
解
約

で
き
ま
し
た
。

○
注
意
点

ふ
と
ん
の
下
取
り
を
頼
ん
だ
か
ら
と

い
っ
て
、
必
ず
契
約
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
高
齢
者

の
中
に
は
、
下
取
り
を
頼
ん
だ
の
に
断

る
の
は
申
し
訳
な
い
と
い
う
気
持
ち
か

ら
、
な
か
な
か
断
れ
ず
契
約
し
て
し
ま

う
人
も
い
る
よ
う
で
す
。
い
ら
な
い
、

と
思
っ
た
ら
き
っ
ぱ
り
と
断
り
ま
し
ょ

う
。
特
に
高
額
な
契
約
の
場
合
は
自
分

一
人
で
決
め
ず
、
家
族
や
友
人
な
ど
と

相
談
し
て
決
め
ま
し
ょ
う
。

な
お
、〈
相
談
2
〉
は
ク
ー
リ
ン
グ

オ
フ
期
間
を
過
ぎ
て
い
て
も
解
決
で
き

ま
し
た
が
、
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
期
間
を

過
ぎ
る
と
解
決
が
難
し
く
な
り
ま
す
の

で
、
早
め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

高齢者が被害にあいやすい
悪質商法について教えて
ください。
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松家　明 香川県消費生活センター 所長

心配ごと悩みごとについては、シルバー110番へお気軽にご相談ください。
相談は無料で、秘密は厳守いたします。

②
ア
ン
ケ
ー
ト
商
法

電
話
で
の
水
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
た

ら
、
浄
水
器
を
買
わ
さ
れ
た
!

○
相
談
内
容

〈
相
談
1
〉

以
前
、
電
話
で
水
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に

応
じ
た
。
お
礼
の
粗
品
を
持
っ
て
来
て
、

浄
水
器
の
レ
ン
タ
ル
を
勧
め
ら
れ
た
。

粗
品
を
く
れ
る
話
だ
っ
た
の
が
な
ぜ
商

品
の
説
明
を
す
る
の
か
、
と
言
っ
て
も

取
り
合
っ
て
も
ら
え
ず
、
レ
ン
タ
ル
な

ら
い
つ
で
も
断
れ
る
か
ら
と
四
時
間
も

粘
ら
れ
た
。
レ
ン
タ
ル
な
ら
と
承
諾
し

た
ら
、
買
う
ほ
う
が
安
い
と
さ
ら
に
勧

め
ら
れ
、
浄
水
器
の
購
入
の
契
約
を
し

て
し
ま
っ
た
が
、
断
り
た
い
。

〈
相
談
2
〉

息
子
が
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
た
ら
し

い
。
抽
選
に
当
た
っ
た
と
言
っ
て
、
業

者
が
忙
し
い
時
間
に
や
っ
て
来
た
。
断

り
き
れ
ず
三
十
五
万
円
の
浄
水
器
を

契
約
し
た
。
解
約
し
た
い
。
業
者
か
ら

ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
の
ハ
ガ
キ
を
も
ら
っ

て
い
る
。
浄
水
器
を
使
っ
た
が
解
約
で

き
る
か
。

○
処
理
内
容

〈
相
談
1
〉〈
相
談
2
〉
と
も
特
定

商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
ク
ー
リ
ン
グ

オ
フ
期
間
内
（
八
日
間
）
だ
っ
た
の
で
、

解
約
で
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
は

消
費
者
の
強
い
味
方
で
す
。
が
、
ど
ん
な

時
で
も
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
期
間
を
過
ぎ

て
い
て
も
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律

で
定
め
ら
れ
た
書
面
の
交
付
が
な
い
な

ど
の
場
合
は
、
解
約
の
交
渉
を
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。「
い
ら
な
い
か
ら
帰
っ
て

く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
契
約
す
る
ま
で
帰
ら
な
か
っ
た

な
ど
の
場
合
は
、
消
費
者
契
約
法
に
よ
り

取
消
し
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
注
意
点

電
話
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
る

と
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
浄
水
器

を
勧
め
る
、
と
い
う
の
が
事
業
者
の
狙

い
で
す
。
高
齢
者
は
電
話
が
か
か
っ
て

く
る
と
断
る
こ
と
を
し
な
い
で
話
を

聞
い
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
関

係
な
い
と
思
っ
た
ら
、
断
っ
て
電
話
を

切
っ
て
く
だ
さ
い
。

ア
ン
ケ
ー
ト
に
答
え
て
事
業
者
が
来

訪
し
て
も
、
契
約
し
た
く
な
い
と
き
に

は
き
っ
ぱ
り
と
断
り
ま
し
ょ
う
。
事
業

者
は
契
約
し
な
い
と
い
け
な
い
よ
う
な

セ
ー
ル
ス
ト
ー
ク
で
勧
め
ま
す
が
、
契

約
を
す
る
か
し
な
い
か
を
決
め
る
の
は

事
業
者
で
は
な
く
本
人
で
す
。

「
帰
っ
て
く
れ
」
と
言
っ
て
も
帰
ら

な
い
と
き
に
は
、
警
察
に
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。

二
、
お
わ
り
に

契
約
す
る
と
き
は
本
当
に
必
要
な
も

の
か
ど
う
か
検
討
し
、
迷
っ
た
と
き
は

一
人
で
悩
ま
ず
、
家
族
や
友
人
に
も
相

談
し
ま
し
ょ
う
。

も
し
、
悪
質
商
法
の
ト
ラ
ブ
ル
に
巻

き
込
ま
れ
た
場
合
は
、
香
川
県
消
費
生

活
セ
ン
タ
ー
や
各
県
民
セ
ン
タ
ー
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

■
香
川
県
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

相
談
専
用
電
話

1
〇
八
七
Ι
八
三
三
Ι
〇
九
九
九

■
東
讃
県
民
セ
ン
タ
ー

相
談
電
話

1
〇
八
七
九
Ι
四
二
Ι
一
二
〇
〇

■
小
豆
県
民
セ
ン
タ
ー

相
談
電
話

1
〇
八
七
九
Ι
六
二
Ι
二
二
六
九

■
中
讃
県
民
セ
ン
タ
ー

相
談
電
話

1
〇
八
七
七
Ι
六
二
Ι
九
六
〇
〇

■
西
讃
県
民
セ
ン
タ
ー

相
談
電
話

1
〇
八
七
五
Ι
二
五
Ι
五
一
三
五
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●
情
報
誌
「
生
涯
青
春
」
の
発
行

進
展
す
る
高
齢
社
会
に
向
け
て
、
高
齢

者
は
も
と
よ
り
、
県
民
の
皆
様
に
も
そ
の

認
識
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
の
啓
発
用

冊
子
と
し
て
、
高
齢
者
の
健
康
と
生
き
が

い
づ
く
り
、
長
寿
社
会
部
の
事
業
内
容
の

紹
介
の
た
め
の
情
報
誌
と
し
て
、
皆
様
の

お
手
元
に
お
届
け
し
ま
す
。
ま
た
、「
仲

間
づ
く
り
支
援
事
業
」
の
情
報
誌
と
し
て

の
役
割
も
あ
わ
せ
持
ち
、
各
種
サ
ー
ク
ル

活
動
な
ど
の
情
報
提
供
も
行
い
ま
す
。

・「
生
涯
青
春
」№
58
〜
№
60（
年
三
回
発
行
）

「
喜
び
あ
え
る
長
寿
社
会
づ

く
り
」
に
関
す
る
啓
発
普
及

平成16年度から
財団法人香川県健康長寿財団の
組織が変わります
「財団法人香川県健康長寿財団」（香川県長寿社会センターを含む）は、これまで「喜

びあえる長寿社会かがわ」の実現を目指して、高齢者の健康と生きがいづくりの推進や、

高齢者が培ってきた豊かな経験と知識と技能を社会の各分野で発揮できるよう、さまざま

な支援活動を行ってきました。

一方、財団法人香川県社

会福祉総合センターは、社

会福祉従事者に対する研修

や介護講座などの開催、ま

た、同センター施設の管理

運営など、社会福祉活動の

総合的な促進を行ってきま

した。

このように、両財団の事

業分野が類似していること

から、共通する業務を一つ

にまとめるとともに、多様

な事業や新しい事業への

取り組みを可能とするた

め、平成16年度から両財

団を統合して、新たに「財

団法人かがわ健康福祉機

構」が発足することとなり

ました。

かがわ健康福祉機構の

組織図は、左のとおりです。

このうち、香川県長寿社

会センターが行っていた業

務は、左の組織図のうちの

「長寿社会部」が継続して

行います（高齢者総合相談

は「普及相談部」）。

○この法人は、県民の健康増進と社会福祉の向上に必要な知識・技術の普及や人
材の育成を図るとともに、高齢者がこれまで培った豊かな経験と能力を社会の各分
野で発揮できるよう支援することにより、県民だれもが生涯を通じて、健康で明るく
生きがいを持って暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。 

○情報提供機能や相談機能など類似業務を統合することにより、運営の効率化を図
るとともに、研修業務や健康づくり・生きがいづくり業務については、より高度で専
門性の高い事業に取り組むことができる体制とする。 

○大的場健康体育センターのうちスポーツ関連施設につ
いては15年度末で廃止する。 
○情報提供や調査研究機能などを強化し、健康づくりの
中核的業務を行う。 

理
　
事
　
長 

専
務
理
事（
兼
事
務
局
長
） 

理事15名 
監事2名 

香川県 
健康増進 
センター 
18名 

○ねんりんピック、かがわ長寿大学など、高齢者の生き
がいと健康づくりに関する業務。 
○今後、市町事業に対する協力・支援、高齢者の生き
がい対策に関する調査研究事業も行う。 

長　寿 
社会部 
5名 

○社会福祉研修センター、介護実習・普及センターの2
つのセンターで行っている研修業務を整理した上で、
施設職員や在宅福祉従事者、介護専門職員に対す
る研修業務を行う。 

研修部 
5名 

○相談業務（両財団の業務を統合）。 
○介護実習・普及センターで行っている介護実習などの
県民への講座や、介護機器等の普及。 

普　及 
相談部 
5名 

○庶務経理事務（両財団の事務を一元化）。 
○貸室関連業務、福祉ライブラリーなどの会館管理業務。 
○インターネット等の情報提供機能（両財団の機能を統合）。 

総務部 
14名 

（財）かがわ健康福祉機構 

「
長
寿
社
会
部
」の
主
要
事
業
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●
全
国
健
康
福
祉
祭
へ
の

選
手
団
の
派
遣

高
齢
者
の
ス
ポ
ー
ツ
と
文
化
の
祭
典
「
第

十
七
回
全
国
健
康
福
祉
祭
群
馬
大
会
」
に

選
手
団
を
派
遣
し
ま
す
。

会
　
　
期
　
平
成
16
年
10
月
16
日
〜
19
日

参
加
種
目
　
17
種
目

派
遣
人
員
　
約
百
四
十
名

●
香
川
県
健
康
福
祉
祭

（
香
川
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
）
の
開
催

ス
ポ
ー
ツ
や
文
化
、
福
祉
な
ど
の
イ
ベ

ン
ト
を
開
催
し
、
社
会
参
加
の
促
進
や
健

康
づ
く
り
、
生
き
が
い
づ
く
り
の
重
要
性

に
つ
い
て
、
認
識
を
深
め
ま
す
。

・
ね
ん
り
ん
ふ
れ
あ
い
文
化
祭

会
期
　
平
成
16
年
10
月
10
日

会
場
　
香
川
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

・
ね
ん
り
ん
ス
ポ
ー
ツ
交
流
大
会

会
期
　
平
成
16
年
10
月
31
日

会
場
　
香
川
県
総
合
運
動
公
園
ほ
か

●
香
川
県
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
へ
の

委
託
事
業

県
内
最
大
の
高
齢
者
団
体
で
あ
る
香
川

県
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
へ
、
次
の
事
業
を

委
託
し
ま
す
。

○
高
齢
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
開
催

○
老
人
の
主
張
・
芸
能
発
表
大
会

○
「
健
康
を
す
す
め
る
運
動
」「
友
愛
訪
問

活
動
」
な
ど
社
会
参
加
活
動
の
促
進

●
か
が
わ
長
寿
大
学
の
開
講

高
齢
者
が
仲
間
づ
く
り
や
知
識
、
教
養

を
身
に
つ
け
な

が
ら
、
自
ら
の

健
康
と
生
き
が

い
づ
く
り
を
図

る
と
と
も
に
、

地
域
社
会
で

の
指
導
者
を
養

成
す
る
た
め

に
、
か
が
わ
長

寿
大
学
を
開

講
し
ま
す
。

期
　
間
　
平
成
16
年
4
月
〜
17
年
3
月

日
　
数
　
年
間
26
日
（
一
年
・
二
年
と
も
）

受
講
生
　
百
七
十
人
（
一
年
・
二
年
と
も
）

●
か
が
わ
長
寿
大
学

地
域
セ
ミ
ナ
ー
の
開
講

か
が
わ
長
寿
大
学
と
同
様
の
講
座
を
、

高
松
だ
け
で
な
く
、
各
地
域
に
お
い
て
も

受
講
し
た
い
と
の
要
望
に
応
え
る
た
め
、

県
の
健
康
生
き
が
い
中
核
施
設
を
利
用
し

た
地
域
セ
ミ
ナ
ー
を
開
講
し
ま
す
。

「
長
尾
校
」

「
宇
多
津
校
」

「
詫
間
校
」

「
内
海
校
」

「
三
木
校
」

の
五
校
を
開

講
し
ま
す
。

期
　
間
　
平
成
16
年
9
月
〜
17
年
3
月

日
　
数
　
年
間
11
日

●
シ
ニ
ア
カ
レ
ッ
ジ
オ
ー
プ
ン
講
座

（
香
川
県
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
が
実
施
）

県
内
五
ヵ
所
（
高
松
、
東
讃
、
中
讃
、

西
讃
、
小
豆
）
の
会
場
で
、「
健
康
関
係
」

「
消
費
生
活
関
係
」
な
ど
、
高
齢
者
が
楽
し

み
な
が
ら
地
域
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
必
要
な
こ

と
が
学
べ
る
講
座
を
年
二
回
開
講
し
ま
す
。

●
仲
間
づ
く
り
支
援
事
業

高
齢
者
の
仲
間
づ
く
り
に
関
す
る
サ
ー
ク

ル
立
ち
上
げ
の
援
助
や
、
各
種
情
報
収
集
・

提
供
を
行
い
、
高
齢
者
の
行
う
仲
間
づ
く
り

の
支
援
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
情
報
誌
「
生

涯
青
春
」
に
お
い
て
、
各
種
サ
ー
ク
ル
活
動

等
の
情
報
提
供
を
行
い
ま
す
。

高
齢
者
の
健
康
と
生
き
が
い

づ
く
り
活
動
及
び
地
域
活
動

事
業
の
実
践

高
齢
者
の
仲
間
づ
く
り
の
支
援

高
齢
者
の
社
会
参
加
活
動
を
推

進
す
る
た
め
の
指
導
者
育
成

平成15年度の体験学習（香川用水記念公園にて）

平成15年度宇多津校開講式



青春おたより倶楽部

一
二
〇
〇
万
年
の
悠
久
の
時
間
と
自

然
が
創
り
出
し
た
仙
境
の
地
、
日
本
三

大
渓
谷
美
の
一
つ
を
誇
る
寒
霞
渓
が
、

窓
を
開
け
れ
ば
そ
こ
に
見
え
る
。
眺
め
て

も
眺
め
て
も
、
飽
き
る
こ
と
は
な
い
。
毎

日
見
る
景
色
が
、
自
分
の
感
情
に
よ
っ

て
情
感
を
変
え
て
見
せ
て
く
れ
る
。
星
ヶ

城
神
社
、
大
師
洞
（
石
門
洞
）
な
ど
、

信
仰
の
霊
山
に
も
思
え
る
。
天
保
年
中
、

江
戸
時
代
後
期
の
書
家
・
画
家
で
あ
る

貫
名

ぬ

き

な

海
屋

か
い
お
く

親
子
が
寒
霞
渓
に
遊
び
、
大

変
そ
の
奇
景
を
賞
し
て
、
詩
や
画
を
残

し
て
い
る
。
一
九
〇
五
年
に
は
、
時
の

画
豪
富
岡
鉄
斎
が
登
山
、
そ
れ
を
記
念

し
て
描
い
た
「
寒
霞
渓
図
」（
六
曲
一

双
）
は
現
在
、
京
都
国
立
近
代
美
術
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
幕
府
の
重

臣
、
維
新
の
重
臣
、
著
名
な
文
人
墨
客

が
訪
れ
、
数
多
く
の
優
れ
た
、
貴
重
な

作
品
が
残
さ
れ
て
い
る
。
大
正
天
皇
や

昭
和
天
皇
、
各
宮
家
の
方
々
も
観
光
さ

れ
る
ほ
ど
の
寒
霞
渓
で
あ
る
。
表
十
二

景
・
裏
八
景
か
ら
な
っ
て
い
る
そ
れ
は
、

個
性
あ
ふ
れ
る
情
景
を
見
せ
て
く
れ
る
。

島
な
る
が
故
に
、
希
少
動
植
物
が
数

多
く
残
さ
れ
た
。
特
筆
す
べ
き
は
ヤ
ハ
タ

マ
イ
マ
イ
、
英
名
カ
ン
カ
ケ
マ
イ
と
も
い

う
、
地
元
の
少
年
が
発
見
し
た
、
直
径
五

セ
ン
チ
を
超
え
る
カ
タ
ツ
ム
リ
で
あ
る
。

登
山
バ
ス
終
点
が
紅
雲
亭
、
清
流
の

そ
ば
に
東
屋
が
あ
る
。
そ
れ
は
離
れ
が

た
い
情
感
を
た
た
え
、
美
し
い
た
た
ず

ま
い
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
数
え
切
れ
な

い
猿
の
群
れ
に
よ
く
会
え
る
。
野
鳥
の

さ
え
ず
り
、
自
然
に
浸
り
な
が
ら
少
し

登
る
と
、
表
十
二
景
の
一
つ
「
錦
屏

風
」
が
見
え
る
。
紅
葉
の
頃
に
は
岩
壁

一
面
、
錦
の
屏
風
を
立
て
た
よ
う
で
あ

る
。
景
色
を
愛
で
な
が
ら
登
り
切
る
と
、

四
望
頂
展
望
台
に
た
ど
り
着
く
。
ぱ
っ

と
視
界
が
開
け
て
、
四
方
の
素
晴
ら
し

い
展
望
が
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
頂

上
で
雄
大
な
景
色
を
満
喫
し
て
、
ロ
ー

プ
ウ
ェ
イ
で
下
る
も
よ
し
、
ま
た
は
徒

歩
で
下
っ
て
裏
八
景
を
楽
し
む
の
も
よ

し
。
裏
八
景
に
は
大
師
洞
（
石
門
洞
）

が
あ
り
、
神
秘
的
な
洞
で
あ
る
。
な
お

生
前
、
故
金
子
知
事
も
よ
く
訪
れ
た
。

私
は
昨
年
三
回
登
山
し
た
。
こ
の
よ

う
に
手
軽
く
行
け
る
よ
う
な
、
名
山
の

麓
に
住
み
、
自
然
に
抱
か
れ
て
幸
せ
、

と
思
い
き
や
、
そ
こ
に
五
百
メ
ー
ト
ル
近

い
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
（
ダ
ム
）
が
で
き

よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
名
勝
・
大
自

然
に
つ
い
て
、
あ
ら
ど
う
し
よ
う
と
悩
む

日
々
、
私
の
限
り
あ
る
余
生
、
寒
霞
渓

と
そ
こ
か
ら
流
れ
る
別
当
川
の
自
然
を
、

「
生
涯
青
春
」
の
気
分
で
守
り
た
い
。

菊
薫
る
秋
晴
れ
、
ち
ょ
う
ど
半
世
紀

前
に
勤
務
し
て
い
た
延
岡
を
出
発
点

に
、
心
豊
か
な
友
人
達
と
出
か
け
ま
し

た
。「
見
知
ら
ぬ
日
本
探
訪
の
旅
」。
今

年
は
、
神
話
の
高
千
穂
か
ら
五
箇
荘
、

五
木
の
里
で
し
た
。

か
つ
て
行
っ
た
熊
野
は
「
は
て
な
し

の
や
ま
な
み
」
で
し
た
が
、
高
千
穂
は

墨
絵
の
世
界
、
行
く
道
を
さ
え
ぎ
る
よ

う
な
折
り
重
な
る
山
々
、
そ
こ
に
は
ふ

と
こ
ろ
深
く
神
話
の
里
が
あ
り
ま
し

た
。「
天
の
岩
戸
」
は
谷
の
向
こ
う
に

あ
り
、
遥
拝
所
の
方
か
ら
「
あ
れ
が
そ

う
で
す
」
と
言
わ
れ
て
も
、
な
か
な
か

見
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
夜
更
け

て
か
ら
「
岩
戸
神
楽
」
を
見
て
、
何
故

か
納
得
し
た
気
分
に
な
っ
た
の
は
ど
う

し
て
で
し
ょ
う
か
。
翌
未
明
に
高
千
穂

神
社
へ
参
拝
し
て
、「
紀
元
二
千
六
百

年
記
念
植
樹
」
の
銘
の
あ
る
大
杉
を
見

て
、
一
同
か
ら
「
雲
に
そ
び
聳そ

び

え
る
高

千
穂
の
…
」
の
歌
詞
が
口
を
つ
い
て
出

ま
し
た
。
荘
厳
な
、
と
い
う
死
語
の
よ

う
な
言
葉
が
頭
に
浮
か
び
ま
し
た
。
天

孫
降
臨
の
「
風
見
岳
」
に
登
り
、
美
し

い
山
河
に
感
動
し
ま
し
た
。
峡
谷
の
底

か
ら
、
空
を
走
る
ク
リ
ー
ム
色
に
ピ
ン

ク
の
ラ
イ
ン
が
入
っ
た
高
千
穂
鉄
道
の

可
愛
い
電
車
を
見
送
っ
て
、
神
々
の
里

を
後
に
し
ま
し
た
。

次
に
訪
れ
た
五
箇
荘
は
、
ま
ぎ
れ
も

な
く
人
々
の
里
で
し
た
。
菅
原
道
真
の

子
孫
が
「
左
座

ぞ

う

ざ

家
」
と
し
て
仁
田
尾

に

た

お

、

樅
木

も

み

き

に
、
平
清
経
の
孫
三
人
が
「
緒
方

家
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
久
連
子

く

れ

こ

、

椎
原

し
い
ば
ら

、
葉
木

は

ぎ

に
隠
れ
住
ん
だ
と
伝
え
ら

れ
、
そ
の
子
孫
は
美
し
い
自
然
と
と
も

に
静
か
な
生
活
を
送
っ
て
お
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
谷
が
深
く
吊
橋
の
里

で
も
あ
り
、
谷
底
を
見
て
し
ま
う
と
と

て
も
歩
け
ま
せ
ん
の
で
、
空
を
見
上
げ

て
渡
り
ま
し
た
。

現
実
に
引
き
戻
さ
れ
た
の
は
、
五
木

村
を
抜
け
る
あ
た
り
に
、
ダ
ム
が
で
き

る
と
か
で
、
谷
底
の
村
全
体
が
高
所
の

新
道
に
沿
っ
て
新
し
い
村
が
で
き
て
い

た
こ
と
、
木
の
香
の
匂
う
和
風
建
築
の

役
場
、
郵
便
局
、
病
院
、
民
家
の
数
々

等
で
す
。
神
話
と
ロ
マ
ン
の
里
を
抜
け

る
と
、
そ
こ
は
確
か
に
現
代
で
し
た
。

ダ
ム
を
造
る
に
は
賛
否
両
論
あ
り
ま
す

が
、
土
地
の
方
々
に
と
っ
て
は
必
要
な

の
で
し
ょ
う
。「
百
聞
は
一
見
に
し
か

ず
」
で
、
机
上
で
決
め
る
こ
と
で
は
な

い
の
で
し
ょ
う
。

「
反
省
す
れ
ど
後
悔
せ
ず
」
を
モ
ッ

ト
ー
に
、
日
々
感
謝
の
心
で
過
ご
し
て

い
ま
す
。
感
動
の
旅
で
し
た

心
の
支
え
国
立
公
園
寒
霞
渓

内
海
町

櫛
本
イ
ト
ヱ

（
85
）

高
千
穂
へ

高
松
市

渡
邉
阿
佐
美

（
69
）
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青春おたより倶楽部

短歌・俳句・川柳

●投稿募集！ 短歌・俳句・川柳の投稿をお待ちしています。紙面の許すかぎり多く掲載したいと思います。

●応募方法 官製はがきに住所・氏名・年齢・電話番号を記入のうえ、
〒760-0017 高松市番町一丁目10番35号　（財）かがわ健康福祉機構 長寿社会部 まで

短
歌

山
本
町
　
　
小
山
き
よ
子

孫
娘
美
人
揃
ひ
の
適
齢
期

嫁
に
出
す
の
は
惜
し
く
辛
い
よ

世
間
か
ら
除
外
視
さ
れ
て
老
い
の
身
は

己
が
世
界
を
己
が
楽
し
む

塩
江
町
　
　
小
田
い
お
り

新
ら
し
き
カ
レ
ン
ダ
壁
に
つ
り
替

ふ
る
身
に
齢
ま
た
一
つ
か
さ
ね
て

降
る
雪
を
わ
が
両
肩
に
受
け
と
め
て

く
ず
れ
去
り
ゆ
く
結
晶
を
観
る

俳
句

綾
南
町
　
　
大
西
　
輝
明

蔓
引
き
て
音
つ
れ
落
つ
る
零
余
子
か
な

柘
榴
の
実
真
赤
に
裂
け
て
武
家
屋
敷

俳
聖
の
遺
跡
を
訪
い
て
秋
惜
し
む

落
葉
踏
む
音
が
道
連
れ
山
日
和

枯
尾
花
揺
ら
し
て
銀
の
光
り
か

冬
凪
の
海
光
眩
し
玉
の
浦

坂
出
市
　
　
西
山
　
和
孝

草
刈
り
て
コ
オ
ロ
ギ
住
家
追
う
は
め
に

夜
冷
え
に
コ
オ
ロ
ギ
声
も
つ
や
を
増
し

さ
ぬ
き
市
　
高
橋
　
　
昇

「
あ
の
」「
あ
れ
」
で
話
が
通
う
春
隣

だ
ら
だ
ら
と
午
後
を
怠
け
る
冬
の
蜂

ま
っ
す
ぐ
に
生
き
て
る
つ
も
り
ね
じ
り
花

山
本
町
　
　
小
山
き
よ
子

早
わ
ら
び
の
香
り
も
ら
ひ
し
た
な
ご
こ
ろ

枯
草
の
根
方
に
春
が
潜
み
居
る

三
木
町
　
　
伊
藤
千
代
江

添
書
に
同
窓
き
ま
る
初
暦（卒

業
六
十
周
年
）

師
の
歌
集
思
い
う
か
べ
て
寒
椿

束
の
間
を
楽
し
む
色
紙
雛
の
顔

人
生
を
み
つ
め
る
歳
の
帰
り
花

川
柳

東
か
が
わ
市
　
木
村
あ
き
ら

雑
草
の
意
地
踏
ま
れ
て
も
蹴
ら
れ
て
も

底
抜
け
に
明
る
い
孫
に
賭
け
て
み
る

ふ
る
里
の
訛
り
も
積
ん
だ
ロ
ー
カ
ル
線

高
松
市
　
　
長
岡
　
和
子

土
と
種
子
買
っ
て
私
は
生
産
者

こ
の
人
は
良
い
人
亡
母
を
ほ
め
て
く
れ

ハ
イ
ポ
ー
ズ
V
と
チ
ー
ズ
が
写
っ
て
る

坂
出
市
　
　
西
山
　
和
孝

進
む
世
に
見
直
さ
れ
た
か
自
然
塩

13

バ
ス
を
待
つ
体
験
学
習
若
気
分

孫
の
よ
う
園
児
と
共
に
ト
ラ
マ
ル
座

山
本
町
　
　
小
山
き
よ
子

笑
ひ
合
ふ
禿
に
白
髪
の
ク
ラ
ス
会

九
十
近
し
集
い
幸
せ
同
期
会

東
か
が
わ
市
　
角
尾
い
さ
む

美
し
く
老
い
た
い
辞
書
が
よ
く
売
れ
る

筋
書
き
の
無
い
人
生
に
夢
つ
な
ぐ

独
り
旅
年
を
聞
か
れ
て
胸
を
張
る

大
野
原
町
　
合
田
　
敏
行

百
薬
に
す
る
に
は
妻
の
酌
が
い
る

通
う
血
が
無
い
か
ら
ロ
ボ
ッ
ト
友
に
せ
ぬ

ど
の
墓
も
み
ん
な
日
本
を
建
て
た
人

高
松
市
　
　
佐
野
　
哲
哉

お
み
く
じ
で
大
吉
ね
ら
い
は
し
ご
す
る

吉
報
を
畑
ま
で
運
ぶ
コ
ー
ド
レ
ス

還
暦
の
同
窓
会
は
セ
ピ
ア
色



シルバー
作品展
シルバー
作品展
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第13回 香川県健康福祉祭シルバー作品展

作品／「鯉」
作者／青野茂男（74歳）山本町

【講評】渓流に身を任せて二匹の鯉が恋し合う情景であろう
か。大胆な構図だ。自然の素材の抵抗感を見事なノミさばき
で克服し、緊張感に満ち、生命あるものにしている。自然に
対する鋭い観察と認識に基づく創作である。更に生き生きと
した記憶をたたえた空間を展開している。

作品／「猿」
作者／松本　匠（73歳）高松市

【講評】猿のどっかと大地に腰を据えた老猿の生きる喜びと自
信にあふれている。猿を通して自然への畏敬と愛情が溢れてい
る。素材との対話から、形と存在が交錯しながら立ち現れてい
る。かたちを求めて、素材の抵抗は大きかったであろう。

作品／「壺」
作者／荒木美恵子（61歳）高松市

【講評】備前焼の景色とされる要素を備えた作
品である。窯の中での窯変の面白さが上品に出
ており、ふくよかな形の佳作といえよう。

作品／「有線七宝蓋物（花苑）」
作者／日下俊子（80歳）高松市

【講評】七宝技術の中でも特に緻密で相当の技術を要する有線
七宝作品を見事なまでに作りあげている。色彩のぼかし、平銀
線と銀粒（球）を巧みに使いこなした優作である。また、研磨
技術も良く長年の経験がうかがえる。

◆部門／彫刻・彫塑　　　◆審査員／池 川 敏 幸（二科会評議員）

◆部門／工芸　　　◆審査員／小 川 佳 都 代（日本工芸会正会員）
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ふ
る
さ
と
探
訪

連
絡
船
で
本
土
に
渡
っ
て
い
た
こ

ろ
、
屋
島
が
見
え
な
く
な
る
と
寂
し
さ

が
グ
ー
っ
と
、
胸
に
く
る
も
の
が
あ
っ

た
。
半
面
、
屋
島
が
見
え
て
く
る
と

ホ
ッ
と
安
心
し
、
懐
か
し
い
ふ
る
さ
と

の
優
し
さ
を
感
じ
た
も
の
だ
。
屋
島
の

山
容
は
県
民
の
心
の
”
ふ
る
さ
と
“
な

の
で
あ
る
。
そ
の
屋
島
の
麓
で
八
百
十

九
年
前
、
天
下
を
分
け
る
戦
い
が
行
わ

れ
た
。
源
平
屋
島
合
戦
で
あ
る
。
安
徳

天
皇
を
奉
じ
三
種
の
神
器
ま
で
持
っ
て

牟
礼
に
や
っ
て
き
た
平
家
。
日
本
国
の

権
力
の
「
中
枢
」
が
讃
岐
に
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。
そ
の
合
戦
跡
か
ら
歴
史
を

偲
ん
で
み
た
い
。

幼帝・安徳天皇の仮行在所・六萬寺

源
平
屋
島
合
戦



合
戦
ま
で
の
流
れ

平
治
元
年
（
一
一
五
九
）
平
治
の
乱
が
起
こ
り
、

平
清
盛
が
政
治
の
実
権
を
握
る
。
永
暦
元
年
（
一

一
六
〇
）
源
頼
朝
伊
豆
へ
流
さ
れ
る
。
仁
安
二
年

（
一
一
六
七
）
平
清
盛
太
政
大
臣
に
な
る
。
治
承

四
年
（
一
一
八
〇
）
源
頼
朝
伊
豆
で
挙
兵
。
寿
永

二
年
（
一
一
八
三
）
源
頼
朝
東
国
の
行
政
権
を
得

る
。
同
年
木
曾
義
仲
都
を
攻
め
、
平
家
は
安
徳
天

皇
を
奉
じ
て
九
州
に
逃
れ
る
。
同
年
九
月
九
州
か

ら
屋
島
に
移
り
、
三
種
の
神
器
と
と
も
に
牟
礼
の

六
萬
寺
を
仮
の
行
在
所
と
す
る
。
寿
永
三
年
（
一

一
八
四
）
屋
島
か
ら
一
の
谷
へ
移
る
が
、
一
の
谷

の
戦
い
で
源
義
経
に
敗
れ
再
び
屋
島
に
戻
る
。
す

か
さ
ず
後
白
河
法
皇
は
源
頼
朝
に
平
家
討
伐
の
院

宣
を
下
す
。
源
頼
朝
の
命
で
源
義
経
が
こ
れ
に
当

た
る
。
一
方
、
源
頼
朝
の
命
を
受
け
た
橘
次

き

ん

じ

公
業

き
ん
な
り

は
密
か
に
讃
岐
に
入
り
、
屋
島
の
状
況
を
探
り
讃

岐
の
武
将
ら
を
源
氏
に
味
方
す
る
よ
う
説
得
し
て

い
た
。
こ
の
活
動
が
後
の
源
氏
軍
の
勝
利
に
結
び

つ
い
て
い
っ
た
。
急
速
に
貴
族
化
し
て
い
っ
た
平

家
は
人
気
を
喪
い
、
武
家
政
治
の
台
頭
を
呼
び
起

こ
す
結
果
を
招
い
た
。
そ
の
導
火
線
と
な
っ
た
の

が
源
氏
と
平
家
の
戦
い
で
あ
っ
た
。

屋
島
合
戦
の
始
ま
り

寿
永
四
年
（
一
一
八
五
）
・
文
治
元
年
の
二
月

十
六
日
、
平
家
追
討
を
命
じ
ら
れ
た
源
義
経
は
京

都
を
出
発
。
源
平
合
戦
の
幕
開
け
で
あ
る
。
源
義

経
の
一
軍
は
翌
十
七
日
の
丑
の
刻
（
午
前
二
時
）

強
風
下
の
摂
津
渡
辺
の
津
（
淀
川
河
口
）
を
出
帆

し
た
。
五
隻
の
船
と
百
五
十
余
騎
の
一
団
で
あ
る

（
平
家
物
語
や
新
平
家
物
語
で
は
こ
の
数
字
に
多

少
の
差
異
が
あ
る
）。
強
力
な
追
い
風
を
受
け
た
一

団
は
、
普
段
は
三
日
も
か
か
る
と
こ
ろ
を
僅
か
六

時
間
余
で
阿
波
の
勝
浦
に
到
着
し
た
。

驚
異
的
な
速
さ
で
あ
る
。
阿
波
上
陸

後
、
休
む
間
も
な
く
屋
島
を
目
指
し
出

発
し
た
。
途
中
、
桜
間
城
を
攻
略
、
近

藤
六
親
家
（
平
家
方
だ
っ
た
）
を
降

し
、
近
藤
の
先
導
で
大
坂
峠
を
越
え

夜
半
に
引
田
に
着
い
た
。
翌
十
八
日

早
朝
、
引
田
を
出
発
。
本
隊
は
長
尾

街
道
沿
い
に
丹
生
―
長
尾
―
前
田
―

古
高
松
へ
と
向
か
う
。
別
隊
は
丹
生

か
ら
分
か
れ
て
現
在
の
国
道
十
一
号

線
沿
い
に
津
田
―
志
度
―
牟
礼
へ
と

到
着
し
た
。
橘
次
公
業
の
活
動
の
成
果
が
あ
り
、

途
中
源
氏
に
味
方
す
る
者
が
増
え
て
、
両
隊
が
古

高
松
と
牟
礼
に
到
着
し
た
時
に
は
、
総
勢
三
百
余

騎
と
当
初
の
二
倍
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
た
。

俊
敏
な
源
氏
軍
の
勝
利

両
隊
は
時
を
移
さ
ず
作
戦
を
開
始
。
さ
す
が
戦

う
武
士
の
集
団
だ
け
に
、
行
動
も
俊
敏
だ
っ
た
。

本
隊
は
牟
礼
浜
の
「
総
門
」
を
攻
め
、
難
な
く
源

氏
軍
が
勝
利
し
た
。
こ
れ
で
平
家
軍
は
海
か
ら
の

重
要
な
上
陸
点
を
失
い
、
安
徳
天
皇
の
居
ら
れ

る
六
萬
寺
へ
の
守
り
も
危
な
く
な
っ
た
。
一
方
、

別
働
隊
は
佐
藤
継
信
以
下
三
十
余
騎
が
赤
牛
崎

か
ら
相
引
川
を
渡
り
、
付
近
の
民
家
に
次
々
と
火

を
放
ち
、
大
軍
が
押
し
寄
せ
た
か
の
よ
う
に
装

い
、
屋
島
の
内
裏
の
裏
側
か
ら
急
襲
し
た
。
大
軍

が
攻
め
て
き
た
と
勘
違
い
し
た
平
家
軍
は
大
慌
て

で
み
ん
な
舟
に
逃
れ
た
。
源
氏
は
海
か
ら
攻
め
て

く
る
も
の
と
ば
か
り
思
い
込
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、

背
後
の
陸
地
か
ら
の
攻
撃
に
ビ
ッ
ク
リ
仰
天
し
た

の
で
あ
る
。
戦
況
は
お
の
ず
と
決
ま
っ
て
い
た
。

虚
を
つ
く
作
戦
で
難
な
く
勝
利
し
た
源
氏
軍
。
こ

の
戦
で
、
平
家
の
運
命
は
敗
北
へ
と
一
直
線
に
沈

ん
で
い
っ
た
。
こ
の
時
、
源
氏
の
四
天
王
と
い
わ

れ
た
佐
藤
継
信
と
鎌
田
光
政
が
戦
死
、
平
家
方

の
少
年
・
菊
王
丸
も
戦
死
し
て
い
る
。
特
に
佐
藤

継
信
の
死
は
大
将
・
源
義
経
の
身
代
わ
り
と
な
っ

て
の
忠
死
と
し
て
、
後
々
ま
で
称
え
ら
れ
記
念
碑

が
建
っ
て
い
る
。

夜
襲
と
「
扇
の
的
」

そ
の
日
、
夕
方
に
は
瓜
生
が
丘
に
陣
を
張
っ
た

源
義
経
。
平
家
軍
は
庵
治
の
浦
（
船
隠
し
）
に
集

結
し
た
。
こ
の
時
、
五
百
隻
・
一
千
人
は
い
た
と

い
わ
れ
る
。
つ
い
先
ほ
ど
の
戦
い
を
反
省
し
、
作

戦
会
議
が
開
か
れ
た
。
そ
こ
で
は
夜
襲
の
計
画
が

持
ち
出
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
総
大
将
・
平
宗
盛
の

優
柔
不
断
さ
と
越
中
次
郎
兵
衛
対
江
見
次
郎
ら
の

先
陣
争
い
が
た
た
り
結
局
、
夜
襲
は
立
ち
消
え
と

な
っ
た
。
実
行
さ
れ
て
い
れ
ば
戦
況
は
変
わ
っ
て

い
た
。
二
日
二
晩
、
不
眠
不
休
で
や
っ
て
来
た
源

氏
軍
は
疲
労
困
憊
、
泥
の
よ
う
に
寝
入
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
歴
史
の
変
わ
り
目
と
は
こ
ん
な
も

の
か
も
し
れ
な
い
。

翌
二
十
日
、
弁
慶
が
長
刀
で
井
戸
を
掘
り
、
地
蔵

尊
の
背
中
（
菜
切
地
蔵
）
を
ま
な
板
と
し
て
料
理

16
最初の合戦地となった「総門跡」の碑



し
た
と
い
わ
れ
る
物
が
残
っ

て
い
る
。
こ
の
日
の
戦
い
は
一

進
一
退
。
夕
方
、
酉
の
刻
（
午

後
六
時
）
に
、
平
家
の
軍
船

の
中
か
ら
一
隻
が
渚
へ
向
か
っ

て
漕
ぎ
出
し
た
。
舳
先
に
は

さ
お
を
立
て
、
そ
の
先
端
に

は
赤
地
に
金
色
の
日
の
丸
を

描
い
た
扇
を
掲
げ
、
射
落
と

せ
と
ば
か
り
に
若
い
女
房
（
建

禮
門
院
の
侍
女
）
が
手
招
き

を
し
た
。
源
氏
軍
も
こ
れ
に

17

応
じ
、
若
き
弓
の
名
手
・
那
須
与
一
が
選
ば
れ
た
。

波
と
風
に
揺
れ
動
く
扇
の
的
を
、
武
士
の
意
地
と

誇
り
に
か
け
て
射
落
と
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
南
無
八
幡
大
菩
薩
・
八
百
万
の
神
々
な
に
と
ぞ

あ
の
扇
の
的
を
射
落
と
さ
せ
た
ま
え
」
と
全
身
全

霊
で
祈
っ
た
。
そ
し
て
見
事
射
落
と
し
た
の
で
あ

る
。
固
唾
を
飲
ん
で
見
守
っ
て
い
た
敵
・
味
方
も

や
ん
や
の
喝
采
だ
っ
た
。
言
葉
戦
の
後
に
続
く
な

ん
と
も
優
雅
な
戦
い
の
一
こ
ま
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

平
家
が
こ
の
戦
い
の
行
方
を
占
っ
た
行
為
だ
っ
た

と
も
い
わ
れ
る
。
こ
の
時
の
証
と
し
て
今
に
残
る
の

が
、「
祈
り
岩
」
で
あ
り
「
駒
立
岩
」
で
あ
る
。

高
松
藩
祖
・
松
平
頼
重
も
注
目

屋
島
合
戦
の
中
で
も
、「
扇
の
的
」
は
ハ
イ
ラ
イ

ト
中
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
で
あ
る
。
一
方
、
佐
藤
継
信

の
忠
死
に
は
後
の
人
々
か
ら
の
賞
賛
が
絶
え
な
い
。

高
松
藩
祖
・
松
平
頼
重
が
高
松
入
封
後
最
初
に
手

が
け
た
事
業
が
、「
源
平
の
古
戦
場
跡
」
の
改
修

で
あ
っ
た
。
新
し
く
佐
藤
継
信
の
墓
を
作
っ
た
り
、

射
落
畠
・
相
引
川
の
改
修
、
総
門
に
冠
木
門
の
新

設
を
行
っ
た
り
し
て
、
源
氏
を
顕
彰
し
て
い
た
。

継
信
碑
の
撰
文
は
岡
部
拙
斎
（
頼
重
の
政
治
顧
問

で
元
大
学
頭
）、
総
門
碑
の
撰
文
は
讃
岐
の
勤
皇

家
・
黒
木
安
雄
（
欽
堂
）
だ
っ
た
。
こ
の
他
牟
礼

町
に
は
、
洲
崎
寺
、

六
萬
寺
、
弓
流
し
、

錣
引
き
、
太
夫
黒

（
源
義
経
の
馬
）
の

墓
、
菜
切
地
蔵
な

ど
二
十
近
く
も
残

さ
れ
て
い
る
。
一
方

高
松
側
に
も
、
佐

藤
継
信
の
碑
、
安

徳
天
皇
社
、
菊
王

丸
の
墓
、
血
の

池
な
ど
ゆ
か
り

の
場
所
が
残
っ

て
い
る
。

「
扇
の
的
」

以
後
、
平
家
は

志
度
へ
回
り
源

氏
を
背
後
か
ら
挟
み
撃
ち
し
よ
う
と
し
た
が
失
敗
、

戦
わ
ず
長
門
（
現
在
の
山
口
県
）
へ
落
ち
の
び
て

行
っ
た
。
決
定
的
だ
っ
た
の
は
、
味
方
と
思
っ
て

い
た
田
内
教
能
の
三
千
騎
、
伊
予
の
河
野
通
信
の

三
十
隻
が
次
々
と
源
氏
方
へ
寝
返
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
一
年
数
か
月
の
屋
島
暮
ら
し
に
終
止
符
を

打
っ
た
平
家
は
、
悲
し
い
滅
亡
へ
の
道
を
た
ど
っ

た
。
歴
史
を
分
け
た
華
麗
な
ま
で
の
戦
い
が
、
屋

島
で
行
わ
れ
た
。
現
在
に
多
く
残
る
古
戦
場
跡
に

は
、
感
慨
深
い
も
の
が
漂
っ
て
い
る
。

小
川
太
一
郎
（
フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー
）

源平屋島合戦のハイライト「扇の的」の史跡「駒立岩」

佐藤継信（墓石では「次信」）、太夫黒の墓などがある小公園

源平屋島合戦ゆかりの地・洲崎寺の「合戦絵図」
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川
県
は
、
豊
島
の
産
業
廃
棄
物
問
題
で
全
国

に
そ
の
名
を
轟
か
せ
た
。
か
が
わ
長
寿
大
学

で
も
環
境
に
つ
い
て
種
々
の
講
話
を
い
た
だ
き
、
ま

た
県
が
環
境
税
を
提
案
す
る
な
ど
、
環
境
に
つ
い
て

の
関
心
は
極
め
て
高
い
。

そ
こ
で
、
廃
棄
物
を
中
間
処
理
す
る
施
設
が
稼
動

を
始
め
た
こ
の
時
期
に
、
現
場
を
見
学
し
た
ら
、
と

の
話
が
、
私
た
ち
長
寿
大
学
二
年
生
一
班
の
間
で
持

ち
上
が
り
、
研
修
旅
行
を
計
画
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

豊
島
や
直
島
の
関
係
箇
所
と
電
話
な
ど
で
連
絡
を

取
る
と
、
豊
島
の
現
状
を
見
学
し
た
後
で
直
島
を
見

る
の
が
よ
く
、
団
体
と
し
て
は
二
十
五
名
程
度
ま
で

が
よ
い
と
の
こ
と
。
ま
た
せ
っ
か
く
の
機
会
だ
か
ら

と
、
直
島
に
あ
る
三
菱
マ
テ
リ
ア
ル
の
貴
金
属
精
錬

状
況
や
直
島
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ア
ー
ト
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
な
ど
も
見
学
す
る
こ
と
で
計
画
が
ま
と
ま
っ

た
。
し
か
し
、
一
班
だ
け
で
募
集
す
る
と
少
し
足
り

な
か
っ
た
の
で
、
他
の
班
に
も
声
を
か
け
、
平
成
十

五
年
十
二
月
三
日
、
二
十
二
名
が
研
修
に
参
加
し
た
。

日
は
八
時
半
出
発
で
、
天
候
も
良
く
、
豊
島

に
は
海
上
タ
ク
シ
ー
で
渡
っ
た
。
快
適
な
旅

だ
っ
た
。
豊
島
住
民
会
議
の
方
に
二
十
五
年
に
わ
た

る
行
政
と
の
苦
闘
を
詳
細
に
聞
き
、
保
存
さ
れ
て
い

る
廃
棄
物
や
不
法
投
棄
現
場
を
見
て
、
規
模
の
大
き

さ
を
実
感
す
る
。
長
期
間
一
致
団
結
し
て
豊
島
の
環

境
を
守
ろ
う
と
し
て
き
た
島
民
の
皆
さ
ん
の
団
結
心

環
境
問
題
の
研
修
旅
行
に
参
画
し
て

【
か
が
わ
長
寿
大
学
二
年
生
】
　
大
西
　
　
勝
　

に
、
心
か
ら
敬
服
し
た
。
ま
た
、
兵
庫
県
警
に
よ
る

摘
発
経
緯
、
県
の
態
度
変
化
な
ど
、
当
事
者
で
な
い

と
分
か
ら
な
い
苦
労
話
を
聞
く
に
つ
け
、
今
後
の
進

展
を
心
し
て
見
守
ろ
う
と
、
一
同
肝
に
命
じ
た
。

島
に
も
海
上
タ
ク
シ
ー
で
渡
っ
た
。
時
間
に

余
裕
が
あ
っ
た
の
で
、
直
島
の
家
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
建
物
や
町
役
場
な
ど
の
見
学
に
費
や
す
。
つ

い
で
、
三
菱
マ
テ
リ
ア
ル
直
島
精
錬
所
の
貴
金
属
部

門
で
金
製
品
を
見
せ
て
も
ら
い
、
こ
れ
が
百
四
十
万

円
?
こ
れ
が
三
億
円
?
な
ど
と
金
に
触
り
な
が
ら
感

心
す
る
。

そ
の
後
、
県
直
島
環
境
セ
ン
タ
ー
で
中
間
処
理
施

設
を
見
学
す
る
が
、
あ
い
に
く
豊
島
か
ら
廃
棄
物
の

輸
送
も
な
く
、
稼
動
し
て
い
な
い
。
ビ
デ
オ
で
の
説

明
を
受
け
た
後
、
設
備
を
見
学
し
て
理
解
し
た
。
同

様
な
設
備
を
三
菱
で
も
建
設
中
で
あ
り
、
民
間
と
公

営
と
の
差
を
実
感
す
る
。

最
後
に
、
島
の
南
東
部
に
あ
る
直
島
コ
ン
テ
ン
ポ

ラ
リ
ー
ア
ー
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
管
理
人
に
絵
画
彫

刻
な
ど
を
説
明
し
て
い
た
だ
き
、
計
画
通
り
高
松
に

帰
着
し
た
の
は
、
夕
刻
五
時
前
で
あ
っ
た
。

各
所
で
の
質
疑
応
答
を
通
し
て
、
よ
り
良
い
環
境

を
次
世
代
に
残
す
に
は
?
と
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ

な
が
ら
、
研
修
旅
行
は
終
了
し
た
。

回
の
研
修
旅
行
の
計
画
・
実
施
に
あ
た
っ
て

は
、
大
勢
の
人
が
各
分
野
で
協
力
し
合
い
、

実
に
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
。
今
後
も
テ
ー
マ
ご
と
に

旅
行
団
を
結
成
し
て
、
仲
間
と
と
も
に
研
修
に
出
か

け
、
知
見
を
広
め
た
い
も
の
で
あ
る
。

香

直

▲県直島環境センターでの設備説明

当

今

▲豊島の産業廃棄物不法投棄現場の現状
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香
川
里
山
歩
き
友
の
会
が
、
讃

岐
七
富
士
の
一
つ
で
あ
る
飯
野
山

（
い
い
の
や
ま
・
標
高
四
二
二
メ
ー

ト
ル
）
の
登
山
を
実
施
し
ま
し
た
。

以
下
は
、
そ
の
体
験
記
で
す
。

平
成
十
五
年
十
二
月
六
日
に
、

丸
亀
市
・
坂
出
市
・
飯
山
町
の
二

市
一
町
に
ま
た
が
る
飯
野
山
に
登

り
ま
し
た
。
こ
の
山
は
、
讃
岐
平

野
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
た
独
立

峰
で
、
溶
岩
台
地
が
浸
食
を
受
け

て
で
き
た
山
で
す
。
そ
の
均
整
の
と
れ
た
円
錐
状
の
形
か
ら
、「
讃
岐
富
士
」

と
呼
ば
れ
、
讃
岐
七
富
士
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

登
山
に
先
立
っ
て
、
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
に
集
合
し
、
友
の
会
顧

問
の
林
　
巍
先
生
（
高
松
市
体
力
つ
く
り
市
民
会
議
議
長
）
の
お
話
の
後
、

バ
ス
で
現
地
に
向
か
い
ま
し
た
。

今
回
の
登
山
ル
ー
ト
は
、
飯
山
町
側
か
ら
登
り
、
丸
亀
市
側
へ
降
り
る
、

と
い
う
も
の
で
す
。
飯
山
町
側
登
山
口
の
駐
車
場
で
、
現
地
集
合
し
た
会
員

と
合
流
し
、
準
備
運
動
を
し
て
か
ら
登
り
始
め
ま
し
た
。

最
初
は
、
舗
装
さ
れ
た
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
道
で
し
た
。
果
樹
園
の
間
を
通

り
抜
け
る
と
、
少
し
右
側
に
下
っ
た
場
所
に
一
王
子
神
社
が
あ
り
、
左
側
に

登
山
道
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
道
を
登
っ
て
行
く
と
、
飯
野
山
の
「
お
じ
ょ
も

伝
説
」
を
説
明
し
た
立
看
板
が
あ
り
、「
お
じ
ょ
も
（
巨
人
）
が
飯
野
山
と

常
山
を
ま
た
い
で
小
便
し
て
で
き
た
の
が
大
束
川
、
象
頭
山
と
を
ま
た
い

で
で
き
た
の
が
土
器
川
で
、
山
頂
に
は
ま
た
い
だ
時
の
お
じ
ょ
も
の
足
跡

が
残
っ
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
し
た
。

立
看
板
を
通
り
過
ぎ
る
と
、
今
度
は
階
段
の
道
に
な
り
、
途
中
休
憩
を
は

さ
み
な
が
ら
登
り
続
け
ま
し
た
。
山
に
は
霧
が
か
か
っ
て
い
た
た
め
、
残
念

な
が
ら
下
の
景
色
は
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

丸
亀
市
側
か
ら
の
登
山
道
と
の
合
流
地
点
か
ら
は
、
傾
斜
の
緩
や
か
な
道
と
な

り
、
登
り
始
め
て
か
ら
一
時
間
ほ
ど
で
山
頂
に
着
き
ま
し
た
。
山
頂
に
は
薬
師
堂

や
石
造
五
重
塔
な
ど
が
あ
り
、
そ
こ
で
お
弁
当
を
食
べ
ま
し
た
。
登
り
終
え
た
後

に
食
べ
る
弁
当
の
味
は
、
格
別
な
も
の
で
す
。
な
お
、
山
頂
か
ら
少
し
下
っ
た

と
こ
ろ
に
讃
岐
平
野
を
一
望
で
き
る
展
望
台
が
あ
り
ま
す
が
、
霧
の
た
め
讃
岐

平
野
や
土
器
川
は
見
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
展
望
台
の
背
後
に
は
、「
お
じ
ょ
も
の

足
跡
」
が
あ
り
ま
す
が
、
巨
人
の
足
跡
に
し
て
は
非
常
に
小
さ
い
も
の
で
し
た
。

下
り
の
丸
亀
市
側
へ
降
り
る
ル
ー
ト
は
、
階
段
の
な
い
ゆ
る
や
か
な
道
で
、

ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
よ
う
で
し
た
。
途
中
か
ら
霧
が
晴
れ
て
、
見
え
て
き

た
讃
岐
平
野
の
景
色
は
す
ば
ら
し
い
も
の
で
、
今
ま
で
の
疲
れ
を
忘
れ
て

し
ま
う
ぐ
ら
い
で
し
た
。

登
山
を
終
え
た
会
員
の
皆
さ
ん
は
、
思
い
思
い
に
充
実
し
た
表
情
を

浮
か
べ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
登
山
に
挑
戦
し
た
い
も
の
で
す
。

香
川
里
山
歩
き
友
の
会
活
動
状
況

▲飯山町から見た飯野山
▲登山中の皆さん

▲山頂展望台にある「おじょもの足跡」

▲林先生から里山歩きの説明を受ける会員　
の皆さん

▲山頂にて



友
愛
と
生
き
が
い
の
あ
る
社
会
づ
く
り

牟
礼
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
第
六
ク
ラ
ブ

会
長

谷
本
君
子

牟
礼
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
は
十
七
ク
ラ
ブ
あ
り
、
私
達
は
第
六
ク

ラ
ブ
で
す
。
牟
礼
町
の
東
北
の
端
に
位
置
し
、
志
度
湾
の
海
岸
に
面
し

た
所
で
す
。

以
前
か
ら
住
ん
で
い
る
人
が
ほ
と

ん
ど
で
、
顔
見
知
り
の
ク
ラ
ブ
員
ば

か
り
で
す
。
女
四
十
二
名
、
男
二
十

一
名
で
、
計
六
十
三
名
で
す
。
五
年

前
に
は
四
十
三
名
の
会
員
し
か
い
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
様
々
な
活
動
を
し

て
い
く
う
ち
に
自
然
に
増
え
て
、
町

老
連
の
最
多
人
数
の
ク
ラ
ブ
に
な
り

ま
し
た
。
単
位
ク
ラ
ブ
の
範
と
な
る

よ
う
、
努
力
し
て
お
り
ま
す
。

私
達
の
主
な
活
動
状
況
は
次
の
と

お
り
で
す
。

一
、
定
例
会
の
開
催

げ
ん
き
が
一
番

山
脇
老
人
ク
ラ
ブ

明
寿
会
　
会
長
　

香
川
　
忠
吉

「
お
は
よ
う
、
起
き
れ
た

か
い
」「
朝
は
寒
い
じ
ゃ
な
い

か
い
」
手
に
は
ほ
う
き
や
熊

手
、
草
け
ず
り
を
持
っ
て
木

熊
野
神
社
へ
集
ま
り
ま
す
。

毎
月
の
五
日
は
社
会
奉
仕
、

恒
例
の
お
宮
さ
ん
掃
除
の
日
。

持
ち
場
も
何
と
な
く
決
ま
っ

て
お
り
、
手
順
よ
く
広
い
境
内
も
見
る
見
る
う
ち
に
奇
麗
に
な
り
ま
す
。

「
先
月
は
ど
う
し
た
ん
な
、
風
邪
で
も
引
い
た
ん
か
い
。
心
配
し
ょ
っ
た

ん
ぜ
」「
○
○
は
ん
、
入
院
し
と
ん
じ
ゃ
と
な
」「
そ
う
い
な
、
見
舞
い
に
い

て
あ
げ
な
な
」
な
ど
と
、
地
区
の
人
た
ち
の
こ
と
を
気
遣
い
な
が
ら
、
自
分

の
健
康
法
や
食
事
の
こ
と
な
ど
の
情
報
交
換
の
場
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

掃
除
も
終
わ
る
と
、
こ
れ
ま
た
恒
例
の
甘
酒
を
飲
み
な
が
ら
の
一
休

み
。「
来
月
も
ま
た
元
気
で
来
な
い
か
ん
な
」
木
の
根
や
石
に
腰
を
降
ろ

し
、
焚
き
火
を
囲
ん
で
の
団
ら
ん
、
お
喋
り
タ
イ
ム
と
な
り
ま
す
。

◇
読
者
の
皆
様
、
お
元
気
で
す
か
。
長
寿
社

会
へ
の
総
合
情
報
誌
「
生
涯
青
春
」
五
十
七

号
を
お
届
け
し
ま
す
。

◇
年
々
歳
々
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
第
一
線

を
退
く
方
、
希
望
に
満
ち
て
社
会
に
出
る
方
、

悲
喜
こ
も
ご
も
の
人
間
模
様
が
描
か
れ
、
感

慨
ひ
と
し
お
の
感
が
あ
り
ま
す
。

◇

あ
る
新
聞
に
、
老
後
の
生
活
に
つ
い
て
日

米
の
大
都
市
圏
に
住
む
五
十
五
歳
か
ら
六
十

九
歳
の
既
婚
女
性
を
対
象
に
し
た
ア
ン
ケ
ー

ト
に
よ
る
と
、
退
職
後
の
「
楽
し
み
」
に
つ

い
て
、
日
米
の
答
え
は
対
照
的
で
、
不
安
い
っ

ぱ
い
の
日
本
と
楽
観
的
な
米
国
と
い
う
記
事

が
載
っ
て
い
ま
し
た
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う

か
。
ま
た
、
あ
る
作
家
は
「
一
度
の
人
生
二

毛
作
」
と
い
う
言
葉
で
、
退
職
後
の
人
生
を

健
康
で
生
き
が
い
を
持
っ
た
健
や
か
な
日
々

の
暮
ら
し
方
を
書
い
て
お
り
、
非
常
に
考
え

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

◇
「
青
春
い
き
い
き
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」、「
仲

間
の
話
」
な
ど
で
、
高
齢
者
の
方
々
が
健
康

で
い
き
い
き
と
活
動
し
て
い
る
姿
を
紹
介
し

た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
情
報
を
お
寄
せ
く

だ
さ
い
。

ま
た
、
読
者
の
皆
様
の
忌
憚
の
な
い
ご
意

見
・
ご
感
想
な
ど
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

◇
次
号
は
、
平
成
十
六
年
八
月
一
日
発
行

の
予
定
で
す
。
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両団体とも、平成15年度「第20回香川県老人クラブ大会」にて優良老人クラブとして受賞された団体です。

編

集

後

記

毎
月
二
十
四
日
を
定
め
（
八
月

を
除
く
）、
地
元
の
公
民
館
に
集
ま

り
、
手
作
り
の
料
理
で
会
食
し
、
会

話
を
楽
し
ん
だ
り
懐
か
し
の
愛
唱
歌

を
合
唱
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

二
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

春
秋
冬
の
三
回
、
海
岸
清
掃
を

行
っ
て
お
り
、
そ
の
活
動
は
町
広
報

誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
、
友
愛
活
動

定
例
会
で
情
報
を
集
め
、
き
め
細
か
な
活
動
を
し
て
お
り
ま
す
。

四
、
健
康
づ
く
り

年
二
回
、
清
掃
を
兼
ね
て
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
実
施
し
、
保
健
師

さ
ん
に
よ
る
健
康
講
話
や
健
康
測
定
を
受
け
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、

愛
好
家
に
よ
る
ペ
タ
ン
ク
競
技
な
ど
も
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

五
、
勉
強
会
の
開
催

地
元
公
民
館
に
講
師
を
招
き
、
講
演
会
を
実
施
し
て
お
り
ま

す
。
昨
年
は
「
活
き
る
」
と
題
し
た
講
演
会
で
、
百
二
十
一
名
の

参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

現
在
、
会
員
は
八
十
五
名
で
、
力
を
あ
わ
せ
次
の
行
事
に
取
組
中
で
す
。

●
入
会
勧
奨
　
　
総
会
前
に
未
加
入
者
と
六
十
歳
到
達
者
に
対
し
て

●
総
会
　
　
年
度
報
告
と
計
画
。
仲
南
町
長
、
連
合
事
務
局
長
招
待

●
慰
霊
祭
　
　
前
年
度
死
亡
者
の
遺
族
を
招
待
。
僧
侶
に
よ
る
慰
霊

●
遠
足
　
　
温
泉
へ
入
浴
、
観
劇
と
食
事
で
親
睦
と
融
和

●
健
康
づ
く
り

住
民
検
診
、
健
康
相
談
、
地
区
健
康
づ
く
り
会
へ

の
参
加

●
神
社
清
掃
　
　
毎
月
一
回
境
内
の
草
け
ず
り
、
落
葉
集
め
等
の
掃
除

●
し
め
縄
づ
く
り

年
末
に
大
し
め
縄
を
造
り
、
木
熊
野
神
社
へ
奉

納
飾
り
付
け

な
ど

仲
南
町
山
脇
地
区
は
山
間
の
静
か

な
里
。
元
気
老
人
が
働
く
姿
が
あ
ち

こ
ち
に
。
昔
か
ら
伝
わ
る
行
事
や
風
習

も
多
く
あ
り
、
次
の
世
代
へ
伝
え
残
す

の
も
私
達
の
役
目
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
老
人
ク
ラ
ブ
の
役
割
を
常

に
考
え
な
が
ら
、『
げ
ん
き
が
一
番
』

を
モ
ッ
ト
ー
に
、
お
互
い
が
頑
張
り
た

い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

訂正とお詫び
No.56の20ページ「老
人クラブだより」で、坂
出市金山校区南條老人
クラブの文章に間違いが
ございましたので、訂正
とともにお詫び申し上げ
ます。

誤：「目
・

帰り旅行」
↓

正：「日
・

帰り旅行」
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 香川県社会福祉総合センター4・5Ｆ 

高松高校● 

●市役所 

県庁● 

中央公園 
中
央
通
り 瓦

町
駅 

JR高松駅 N

香川県社会福祉総合センター 

お年寄りや、ご家族の皆さん 
心配ごと、悩みごとの相談は・・・ 

（財）かがわ健康福祉機構 

電話でも来所 
でも結構です 

匿名でも 
かまいません 秘密は 

厳守します 

相談は無料です 

高松赤十字　 
病院● 

普及相談部 

1087-863-4165
シルバー110番 

 

よ　い　ろ　ー　ご 

今までにあった相談事例から 《一般相談》 
●福祉、健康管理などの相談 

 相談日時 … 月曜日～金曜日 
  9：00～17：00 
 担当者 …… センター相談員 
 

 
《専門相談》 
●法律、年金、税金についての
相談 

 相談日時 … 原則として        
  予約制（電話） 
  です。 

※土・日曜日・祝祭日・年末年始は休みです。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

●Q1…在宅介護が困難になり、施設入所を希望するが… 

●Q2…施設入所中の事故の対応について 

●Q3…公証役場で遺言書を作ったが書き換えができるのでしょうか 

●Q4…身に覚えのない金銭の振り込み請求について 

●Q5…身寄りがあっても信用できず、財産管理をしてくれる所はない 
　　　　でしょうか 

●Q6…判断力のない人に、品物を買わせる 

●Q7…孫が交通事故を起こし、示談金を振り込んでほしい 



香
川
の
伝
統
的
工
芸
品

お早めに読んで次の方にどうぞ。

印刷／株式会社 成光社

回 覧

〒760-0017  香川県高松市番町一丁目10番35号
香川県社会福祉総合センター　5階
電話 087-863-0222 FAX 087-863-0090
ホームページアドレス http://www.nenrin.or.jp/kagawa/

財団法人　香川県健康長寿財団

古紙配合率100％再生紙を使用しています 

【
手
描

て

が

き
鯉こ

い

の
ぼ
り
】

五
月
五
日
の
端
午
の
節
句
は
、
古
く

中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
で
す
が
、
こ
の

節
句
に
鯉
の
ぼ
り
が
用
い
ら
れ
始
め
た
の

は
、
江
戸
時
代
の
安
永
年
間
と
い
わ
れ
、

鯉
は
化
し
て
竜
に
な
る
と
い
う
故
事
に
ち

な
み
、
男
の
子
の
健
や
か
な
成
長
を
願
っ

て
、
そ
の
形
を
模
し
た
も
の
が
立
て
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
五
月
の
薫
風
を

腹
一
杯
に
は
ら
み
、
青
空
の
下
を
泳
ぐ
鯉

の
ぼ
り
は
、
初
夏
の
代
表
的
な
風
物
詩
の

ひ
と
つ
で
す
。


