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●ねんりんふれあい文化祭　【募集種目】囲碁、将棋 
　平成16年10月10日（日）10時～／ 於  香川県社会福祉総合センター 

●シルバー作品展　　【募集作品】日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真 
　平成16年10月7日（木）13時～10月10日（日）16時／於  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 
　【募集種目】ゲートボール、ペタンク、軟式野球、ソフトボール、ソフトバレーボール、ソフ
トテニス、テニス、グラウンド・ゴルフ、卓球、剣道、弓道 
　平成16年10月31日（日）9時～／於  香川県総合運動公園 他 

◆資格　59歳以上の方 
  （昭和21年4月1日以前に生まれた方） 

◆お申し込み　往復はがきに住所、氏名（ふ
りがな）、生年月日、電話番号、参加希望種
目を記入して、各種目の主管団体（シルバー
作品展は、県老人クラブ連合会）へお申し
込みください。 

◆締め切り　平成16年8月27日（金）まで 

香川ねんりんピックを今秋も開催します。このうち、スポーツ大会、囲
碁・将棋大会への出場選手、シルバー作品展への出展作品を募集します。 参加者募集 香川ねんりんピック 

主催・香川県／財団法人かがわ健康福祉機構 
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箱の中の子猫（1949年） 
 
　それまで文子夫人をモデルとした作品を
多く手がけていた猪熊ですが、1948年頃
から当時飼っていた猫が登場するようにな
りました。猪熊はそのきっかけを「今まで色々
と沢山描かれている猫は、どうも気に入らな
い。それで猫の形と色を今までの人のやら
ないやり方で描いてみたいと思った。」（猪
熊弦一郎、「赤い服と猫」、報知新聞、
1949年10月4日）と語り、渡米前の1953
年頃には猫ばかりを構成した大作を描くなど、
猫が大きな役割を果たすようになっています。 
　この作品は子猫が生まれた出来事をと
りあげ、今にも箱から飛び出しそうに動き回
るやんちゃな子猫達とそんな子猫を優しく
見守る文子夫人の姿を描いたものです。
画面の多くを占める赤と緑という強い補色
の色遣いがこの頃の作品にはよく見られま
すが、このはっきりとした色遣いや単純化さ
れた簡潔な形体の捉え方などからは、フラ
ンス滞在中直接指導を受けたアンリ・マティ
スの影響が読み取れます。猫を題材とした
作品はその後徐々に抽象的な表現へと変
わっていきました。 
 

＜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］ 
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庵
治
町
民
会
館
の
二
階
ホ
ー
ル
に
、
涼
し
げ
な

浴
衣
を
ま
と
っ
た
庵
治
盆
踊
り
保
存
会
の
会
員
が

次
々
と
集
ま
っ
て
く
る
。
会
場
に
は
、
小
振
り
の

太
鼓
と
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
。
全
員
が
顔
を
揃
え

た
ら
、
い
よ
い
よ
古
く
か
ら
庵
治
町
に
伝
わ
る
盆

踊
り
「
庵
治
踊
二
本
扇
」
の
練
習
の
始
ま
り
だ
。

「
那
須
与
一
の
ほ
ま
れ
の
次
第
、
つ
も
る
御
年
十
九

才
に
て
、
四
国
讃
州
屋
島
の
磯
で
、
平
家
方
よ
り

押
し
来
る
船
に
、
あ
れ
を
射
落
と
す
者
あ
る
な
れ

ば
…
」。
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
か
ら
口
説
（
く
ど
き
）

と
呼
ば
れ
る
歌
が
流
れ
始
め
、
リ
ズ
ム
を
と
る
よ

う
に
太
鼓
の
音
が
会
場
に
響
き
渡
る
。
そ
の
口
説

や
太
鼓
に
合
わ
せ
て
、
両
手
に
そ
れ
ぞ
れ
一
本
の

扇
を
手
に
し
た
会
員
が
非
常
に
ゆ
っ
た
り
と
し
た

動
き
で
踊
り
始
め
た
。

「
庵
治
踊
二
本
扇
」
は
今
か
ら
約
四
百
年
前
の

江
戸
時
代
初
期
、
京
都
か
ら
や
っ
て
き
た
歌
舞
伎

役
者
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
、
今
日
ま
で
踊
り
継
が

れ
て
き
た
伝
統
芸
能
だ
。
源
平
屋
島
合
戦
の
戦
い

で
、
那
須
与
一
が
射
落
と
し
た
扇
の
舞
い
落
ち
る

様
を
優
雅
に
表
現
し
た
も
の
で
、
二
本
の
扇
を
持

つ
踊
り
は
全
国
で
も
珍
し
い
と
い
う
。

踊
り
は
、
町
内
の
各
家
庭
で
親
か
ら
子
、
そ
し

て
孫
へ
と
い
う
か
た
ち
で
代
々
受
け
継
が
れ
て
き

た
そ
う
だ
が
、
昭
和
五
十
七
年
に
町
の
無
形
民
俗

文
化
財
の
指
定
を
受
け
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
庵

治
盆
踊
り
保
存
会
と
し
て
の
正
式
な
活
動
が
始

ま
っ
た
。

会
員
は
、
五
十
代
か
ら
八
十
代
ま
で
の
女
性
ば

か
り
で
約
五
十
人
。
会
の
運
営
は
、
町
の
無
形
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
か
ら
毎
年
支
給
さ
れ
て
い
る

補
助
金
と
、
一
人
五
百
円
の
年
会
費
で
や
り
く
り

し
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
練
習
場
を
借
り

る
費
用
と
練
習
後
の
飲
み
物
代
に
消
え
て
し
ま
う
。

そ
れ
で
も
、
予
算
が
余
っ
た
時
に
は
、
み
ん
な
で

仲
良
く
打
ち
上
げ
会
を
開
く
そ
う
だ
。

2

四
百
年
の
歴
史
あ
る

伝
統
芸
能
を
守
ろ
う

地
域
の
宝
・
伝
統
芸
能
を
通
し
て

心
と
心
の
ふ
れ
あ
い
づ
く
り
。

あ
ふ
れ
る
パ
ワ
ー
で
次
の
世
代
へ
。

大
好
き
な
踊
り
に
わ
れ
を
忘
れ
て
打
ち
込
む
。

踊
り
を
通
し
て
み
ん
な
の
心
が
ひ
と
つ
に
な
れ
ば

そ
こ
に
は
美
し
い
舞
の
か
た
ち
と
屈
託
の
な
い
笑
顔
が
生
ま
れ
る
。

今
回
の
「
い
き
い
き
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
は
、

古
く
か
ら
地
域
に
伝
わ
る
伝
統
芸
能
を
今
に
受
け
継
ぎ

次
の
世
代
へ
橋
渡
し
し
よ
う
と
活
動
を
続
け
て
い
る

「
庵
治
盆
踊
り
保
存
会
」
の
皆
さ
ん
を
お
訪
ね
し
ま
し
た
。



3

保
存
会
を
リ
ー
ド
す
る
の

は
、
庵
治
盆
踊
り
の
キ
ャ
リ
ア

七
十
四
年
と
い
う
木
村
キ
ヨ

ミ
会
長
だ
。
父
親
譲
り
の
庵

治
盆
踊
り
を
し
っ
か
り
受
け
継

ぎ
、
今
や
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
後

進
の
指
導
に
当
た
っ
て
い
る
。

「
父
親
が
踊
り
を
指
導
し

て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
私
も

小
学
生
の
頃
か
ら
父
親
の
口
伝
え
で
踊
り
を
学

び
ま
し
た
。
戦
時
中
、
一
時
中
断
し
て
い
た
時
期

も
あ
り
ま
し
た
が
、
戦
後
の
昭
和
二
十
五
年
頃
か

ら
再
び
復
活
。
町
の
伝
統
芸
能
を
絶
や
さ
な
い
よ

う
に
と
い
う
思
い
で
踊
り
続
け
て
き
ま
し
た
」。
木

村
会
長
は
、
長
い
歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
感
慨

深
そ
う
に
そ
う
語
る
。

保
存
会
の
練
習
は
、
毎
週
火
曜
日
の
夜
、
町

民
会
館
で
行
わ
れ
て
い
る
。
参
加
す
る
の
は
約
三

十
人
。
テ
ー
プ
に
合
わ
せ
て
歌
う
口
説
役
の
歌

と
、
木
村
会
長
が
叩
く
太
鼓
の
リ
ズ
ム
に
合
わ

せ
、
全
員
で
踊
る
と
い
う
も
の
。
踊
り
手
全
員

が
、
両
手
に
持
っ
た
扇
や
踊
り
の
動
き
を
合
わ
せ

る
の
は
至
難
の
業
だ
と
い
う
。
特
に
、
踊
り
に
使

う
扇
は
、
十
一
本
あ
る
骨
の
一
本
を
切
っ
て
持
ち

や
す
く
扱
い
や
す
く
し
て
い
る
が
、
初
め
て
扱
う

人
に
と
っ
て
は
非
常
に
難
し
い
。
そ
の
た
め
、
ビ

ギ
ナ
ー
は
ゆ
っ
た
り
と
し
た
踊
り
の
動
き
や
扇
の

扱
い
方
に
つ
い
て
、
三
カ
月
間
ほ
ど
手
ほ
ど
き
を

受
け
て
か
ら
で
な
い
と
、
み
ん
な
と
合
流
し
て
踊

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
こ
の
踊
り
の
主
役
は
、
手
の
中
で
舞
う
扇
。

人
が
目
立
つ
こ
と
の
な
い
よ
う
菅
笠
を
目
深
に
か

ぶ
り
、
し
か
も
う
つ
む
き
加
減
に
目
線
を
下
に
向

け
て
い
る
の
で
他
の
人
の
動
き
を
見
な
が
ら
合
わ

す
こ
と
が
で
き
な
い
ん
で
す
ね
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

踊
り
の
動
き
が
と
て
も
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
の
で
、

逆
に
そ
ろ
え
る
の
が
難
し
い
ん
で
す
」
と
、
木
村

会
長
。

練
習
は
、
一
時
間
か
ら
二
時
間
、
み
っ
ち
り
行

わ
れ
る
。
し
っ
か
り
汗
を
か
い
た
後
、
み
ん
な
に

振
舞
わ
れ
る
の
が
一
本
の
ヤ
ク
ル
ト
だ
。「
練
習

の
後
、
そ
の
日
の
反
省
も
含
め
て
み
ん
な
と
わ
い

わ
い
話
を
し
な
が
ら
飲
む
ヤ
ク
ル
ト
の
味
は
格
別

で
す
ね
」
と
、
木
村
会
長
は
さ
わ
や
か
に
笑
う
。

何
気
な
い
踊
り
の
中
に

鍛
え
抜
か
れ
た
熟
練
の
技

番傘をスピーカー代わりにする口説

父
親
か
ら
口
伝
え
で
習
っ
た
思
い
出
深
い
踊
り
だ
か
ら

絶
や
す
こ
と
な
く
伝
え
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

木
村

き

む

ら

キ
ヨ
ミ
さ
ん（
80
歳
）

庵治漁港を見おろす高台の上で



く
か
ら
習
っ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま

す
」
と
、
小
西
さ
ん
は
踊
る
こ
と
の
魅
力
を
語
っ

て
く
れ
た
。

そ
の
横
か
ら
は
松
田
さ
ん
が
、「
年
を
と
る
と
体

を
動
か
す
機
会
も
な
く
な
る
ん
だ
か
ら
、
寝
た
き

り
に
な
っ
て
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
ら
な
い
よ
う
、

し
っ
か
り
足
腰
を
鍛
え
て
い
つ
ま
で
も
踊
り
を
続

け
な
い
と
」
と
小
西
さ
ん
に
は
っ
ぱ
を
か
け
る
。

保
存
会
で
は
、
町
の
伝
統
芸
能
を
広
く
知
っ
て

も
ら
お
う
と
、
踊
り
を
上
演
で
き
る
機
会
が
あ
れ

ば
積
極
的
に
参
加
し
て
い
る
。

木
村
会
長
と
と
も
に
、
十
年
ほ
ど
前
か
ら
扇
の

回
し
方
や
振
り
付
け
の
指
導
を
し
て
い
る
の
が
松

田
マ
サ
ミ
さ
ん
だ
。

松
田
さ
ん
は
、
も
と
も
と
踊
り
は
苦
手
だ
っ
た

そ
う
だ
が
、
学
校
の
先
生
を
退
職
後
、
苦
手
な
も

の
に
こ
そ
挑
戦
し
た
い
と
い
う
若
者
顔
負
け
の
旺

盛
な
意
欲
を
発
揮
し
て
日
本
舞
踊
に
チ
ャ
レ
ン

ジ
。
そ
の
後
、
盆
踊
り
を
見
て
「
あ
ん
な
ふ
う
に

達
者
で
長
生
き
し
た
い
」
と
い
う
思
い
で
保
存
会

に
参
加
し
た
。
い
つ
ま
で
も
踊
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
ス
ト
レ
ッ
チ
体
操
は
欠
か
さ
な
い
と
い
う

熱
心
ぶ
り
だ
。

「
私
は
踊
り
が
苦
手
な
の
で
、
踊
り
の
覚
え

方
も
、
ひ
と
つ
の
動
き
を
覚
え
て
か
ら
で
な
い
と

次
の
ス
テ
ッ
プ
に
移
れ
な
い
。
で
す
か
ら
、
指
導

の
仕
方
も
ス
テ
ッ
プ
ご
と
に
な
る
ん
で
す
が
、
本

当
に
上
手
な
人
は
体
で
自
然
と
踊
り
を
覚
え
て

い
る
ん
で
し
ょ
う
ね
」
と
苦
笑
い
を
浮
か
べ
る
松

田
さ
ん
。
実
際
に
両
手
の
扇
を
く
る
く
る
と
回

し
て
見
せ
て
く
れ
た
が
、
そ
の
ス
ム
ー
ズ
な
動
き

を
見
て
い
る
と
、
と
て
も
踊
り
が
苦
手
だ
と
は
思

え
な
い
。

昨
年
、
松
田
さ
ん
の
誘
い
を
受
け
て
入
会
し
た

と
い
う
小
西
さ
ん
は
、
九
月
で
八
十
二
歳
に
な
る
。

「
前
か
ら
踊
り
を
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
は

あ
っ
た
ん
で
す
が
、
地
区
の
若
い
人
の
誘
い
を
受

け
て
や
っ
と
参
加
す
る
こ
と
に
決
め
ま
し
た
。
こ
の

歳
に
な
る
と
中
腰
で
の
踊
り
は
足
腰
へ
の
負
担
も

大
き
く
て
、
み
ん
な
に
つ
い
て
い
き
か
ね
ま
す
。
で

も
、
初
心
者
も
ベ
テ
ラ
ン
も
区
別
な
し
に
、
踊
り

を
通
じ
て
一
つ
に
な
れ
る
の
が
嬉
し
く
て
、
そ
れ
が

や
り
が
い
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
今
は
、
も
っ
と
早

4

体を元気に保つには踊りが一番。
しっかり足腰を鍛えて
いつまでも踊り続けたいですね。

松田
ま つ だ

マサミさん（75歳）

踊
り
を
通
じ
て

み
ん
な
の
心
が
一
つ
に



「
や
は
り
、
出
演
す
る
行
事
と
か
が
あ
る
と
練

習
に
も
励
み
が
出
ま
す
か
ら
。
そ
う
で
な
い
と
、
な

か
な
か
身
が
入
ら
な
く
て
」
と
、
明
る
い
笑
顔
で

語
っ
て
く
れ
る
の
は
、
踊
り
が
大
好
き
と
い
う
平

川
笑
子
さ
ん
だ
。

平
川
さ
ん
は
、
会
長
同
様
、
小
学
二
、
三
年

生
の
頃
か
ら
、
子
供
た
ち
に
踊
り
を
指
導
し
て

い
た
近
所
の
お
じ
い
さ
ん
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、

以
来
ず
っ
と
踊
り
続
け
て
き
た
。
子
供
の
頃
は
、

町
内
の
各
地
区
で
そ
れ
ぞ
れ
練
習
し
て
、
い
ざ

盆
踊
り
と
な
る
と
み
ん
な
が
集
ま
っ
て
踊
っ
て
い

た
と
い
う
。
み
ん
な
の
踊
り
の
動
き
が
揃
い
に
く

い
の
は
、
当
時
は
各
地
区
の
指
導
者
ご
と
に
踊

り
の
動
き
が
微
妙
に
違
っ
て
い
た
せ
い
も
あ
る
の

だ
と
か
。

町
の
伝
統
芸
能
を
長
く
後
世
に
伝

え
て
い
く
た
め
に
は
、
後
継
者
づ
く

り
が
欠
か
せ
な
い
。
保
存
会
で
は
、

町
の
文
化
協
会
の
冊
子
や
口
コ
ミ
な

ど
を
通
じ
て
新
た
な
会
員
を
募
集
し

て
い
る
が
、
今
後
は
小
・
中
学
校
の

ク
ラ
ブ
活
動
や
総
合
学
習
の
時
間
に

学
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
働
き
か
け
て

い
き
た
い
と
意
欲
的
だ
。
今
後
の
後

継
者
育
成
に
大
い
に
期
待
し
た
い
。

保
存
会
が
出
演
し
て
い
る
恒
例
の
行
事
は
、
六

月
の
「
ひ
が
し
さ
ぬ
き
民
舞
の
集
い
」、
町
の
文
化

を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
よ
う
と
毎
年
夏
休
み
前
に

開
催
し
て
い
る
「
夕
べ
の
集
い
」、
八
月
に
地
元
で

開
催
さ
れ
る
「
地
蔵
ま
つ
り
」、
そ
し
て
一
年
を
締

め
く
く
る
の
が
十
一
月
三
日
の
町
文
化
祭
だ
。

昨
年
十
月
に
は
、
徳
島
県
で
開
催
さ
れ
た
全
国

健
康
福
祉
祭
「
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
徳
島
2
0
0
3
」

に
も
出
演
。
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
観
客
に
、
日
頃

の
練
習
の
成
果
を
披
露
し
た
。

「
大
き
な
舞
台
に
立
て
ば
立
つ
ほ
ど
、
動
き
が

ち
ぐ
は
ぐ
に
な
る
と
目
立
つ
ん
で
す
。
何
と
か
動

き
を
合
わ
せ
る
方
法
が
な
い
か
、
み
ん
な
で
知
恵

を
出
し
合
っ
て
い
る
ん
で
す
が
、
踊
り
も
口
説
き

も
太
鼓
も
、
結
局
は
何
度
も
繰
り
返
し
て
覚
え
て

い
く
し
か
な
い
ん
で
す
」
と
、
平
川
さ
ん
は
踊
り
と

い
う
形
の
な
い
も
の
を
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
の
難

し
さ
を
そ
う
語
る
。

5

好
き
だ
か
ら
こ
そ

夢
中
に
な
れ
る

踊
り
を
披
露
で
き
る
催
し
が
あ
れ
ば

そ
の
目
標
が
励
み
と
な
っ
て
自
然
と
練
習
に
も
力
が
入
り
ま
す
。

平
川

ひ
ら
か
わ

笑
子

え

み

こ

さ
ん（
68
歳
）

昨年10月に開かれたねんりんピック徳島2003
で自慢の踊りを披露
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人
は
呼
吸
と
共
に
、
さ
ま
ざ
ま
な

人
生
を
歩
み
ま
す
。
生
き
る
と
は
、

息
を
す
る
こ
と
。
吸
う
息
と
吐
く
息

に
ま
た
が
っ
て
歩
む
の
が
生
命
。

い
の
ち

○

○

○

は
、
ま
さ
に
、
い○

き
の○

う
ち○

。

息
の
仕
方
が
生
き
方
を
決
め
る
の

で
す
。
気
力
や
活
力
、
生
命
力
に
溢

れ
て
い
る
人
は
、
例
外
な
く
、
生
命

が
喜
ぶ
よ
う
な
豊
か
な
呼
吸
を
し

て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
呼
吸
の
貧

弱
な
人
は
、
肉
体
も
精
神
も
貧
弱

で
す
。

現
代
人
は
、
空
気
の
濁
っ
た
騒
音

過
多
の
イ
ラ
イ
ラ
環
境
の
も
と
で
、

コ
セ
コ
セ
暮
ら
し
を
し
、
慢
性
の
呼

吸
不
全
に
陥
っ
て
い
ま
す
。
ま
さ

に
、
息
の
便
秘
状
態
で
す
。
肺
活
量

が
3
千
c
c
も
あ
る
の
に
、
3
百
c

c
が
や
っ
と
の
浅
弱
な
呼
吸
で
す
。

こ
れ
で
は
、
汚
れ
て
濁
っ
た
空
気
が

滞
り
、
肺
底
が
腐
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
ど
ん
な
に
栄
養
の
あ
る
も
の
を
、

い
く
ら
食
べ
て
も
、
貧
弱
な
呼
吸
で

は
、
不
完
全
燃
焼
で
、
煙
と
ス
ス
だ

ら
け
で
、
体
内
を
汚
し
、
糞
を
つ
く

る
の
み
で
す
。「
浅
弱
な
呼
吸
は
、

肉
体
を
病
の
受
け
皿
に
す
る
」
の

で
す
。

ま
た
、「
感
情
の
嵐
が
吹
け
ば
、

呼
吸
の
荒
波
が
生
じ
る
」
と
言
わ

れ
ま
す
。
呼
吸
と
心
は
、
歯
車
の
よ

う
に
噛
み
合
っ
て
い
ま
す
。
呼
吸
の

リ
ズ
ム
を
調
え
、
呼
吸
の
歯
車
を
、

ゆ
っ
く
り
静
か
に
心
を
込
め
て
回
転

さ
せ
る
と
、
心
の
歯
車
も
滑
ら
か

に
、
穏
や
か
に
回
転
し
、
心
の
清
澄

が
得
ら
れ
る
の
で
す
。
ま
さ
に
、「
呼

吸
を
制
す
る
者
は
、
感
情
を
制
す
」

そ
の
も
の
で
す
。

音
楽
・
舞
踊
な
ど
の
芸
道
や
武

道
・
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
で
も
、
種
類
を

問
わ
ず
、
熟
達
者
が
最
も
重
視
し
て

い
る
の
が
”呼
吸
“
な
の
は
、
そ
の

た
め
で
す
。

さ
ら
に
、「
呼
吸
は
、
心
の
器
の

大
き
さ
を
示
す
」
と
も
言
わ
れ
る
よ

う
に
、
小
さ
な
呼
吸
で
大
き
な
精
神

は
つ
く
れ
ま
せ
ん
。
イ
ン
ド
に
は

「
過
去
の
息
の
仕
方
が
今
の
自
分
を

つ
く
っ
て
い
る
。
今
し
て
い
る
呼
吸

で
、
こ
れ
か
ら
の
未
来
が
つ
く
ら
れ

る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
「
呼
吸
を
制
す
る
者
は
人

生
を
制
す
」
の
で
す
。
”
呼
吸
は
体

内
の
名
医
“
で
あ
り
”呼
吸
は
生
涯

の
友
“
で
す
。
ヨ
ー
ガ
呼
吸
法
は
、

快
刀
乱
麻
の
切
れ
味
で
病
を
退
治

す
る
の
み
な
ら
ず
、
バ
イ
タ
リ
テ
ィ

溢
れ
る
心
身
を
育
ん
で
く
れ
る
の

で
す
。

ヨ
ー
ガ
呼
吸
法
の
ね
ら
い
は
、
手

足
の
先
、
頭
髪
の
一
本
一
本
に
ま
で

深
く
息
を
吸
い
込
み
、
全
身
の
全
細

胞
に
”気

“
を
浸
透
さ
せ
、
生
気
あ

ふ
れ
る
心
身
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と

で
す
。
こ
こ
で
は
、
根
本
と
な
る

『
完
全
呼
吸
法
』
と
『
肺
細
胞
刺
激

呼
吸
法
』
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。（
拙

著
『
愛
の
ヨ
ー
ガ
』
に
は
十
四
種
の

「
ヨ
ー
ガ
呼
吸
法
」
を
詳
説
し
て
い

ま
す
）。

は
つ
ら
つ
人
間
の
す
す
め

そ
の
四

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8年間連載。高松市文化奨励賞、東久
邇宮記念賞、高松市市政功労者賞を受賞。

生
気
あ
ふ
れ
る
心
身
を
つ
く
り
あ
げ
る

ヨ
ー
ガ
呼
吸
法
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●大脳を覚醒し意欲をかきたてる

「肺細胞刺激呼吸法」

体を動かすことが少なくなった現代入は、生きるのに
やっと間にあうだけの浅弱な呼吸しかしていません。そ
のため肺を構成する多くの細胞も休眠状態です。三億
もある“肺胞”の機能もだんだん低下し、廃用性萎縮を
おこし退化寸前のありさまです。この呼吸法は、肺の細
胞を活気づけ、“肺胞”の活用性発達を促し、柔軟性と
弾力性に富んだ強靭な呼吸器官をつくりあげようという
ものです。大脳の活動水準も一気に押し上げられます。

＜方法＞
① 好みの坐法で坐り、背筋を伸ばす。
② ゆっくりと腹をへこませながら息を完全に吐ききる。
③ 非常にゆっくりと細かく長く鼻から息を吸い込みながら、吸息の
間中、ずっと十本の指先でピアノの鍵盤をたたくように胸をたた
き続ける。このとき、たたく位置は絶えず変化させる。

④ 息が胸いっぱいになったら保息し、今度は軽く“にぎりこぶし”
をつくり、左右の胸を軽打する。苦しくならない程度でなるべく
長く行う。

⑤ 手をヒザの上におきく口笛を吹くように少し唇を開き、勢いよく
少量の空気をフッと強く押し出す。

⑥ これを、とぎれとぎれに数回くり返し、全部の息を完全に吐き出
す。これで1ラウンドが終わる。

⑦ 自然の呼吸をしながら、しばらく休んで再び行う。これを約5ラ
ウンド行う。

＜アドバイス＞
① “にぎりこぶし”で胸を軽打する時間は初めのうちは短くし、慣
れるにしたがって長くする。長すぎると肺や心臓に負担がかかる。
初めは約5秒間くらいにする。

② 仕事や勉強、車の運転の途中で眠くなった時に行うと一気に目
覚める。

③ 胸全体のあちこちをくまなく刺激する。

＜効果＞
① 胸からの大量の神経信号が脳幹網様体に伝わり、大脳の活動水
準が急速に高まる。

② 肺胞に負荷が加わり、プロスタグランジンI 2がつくられる。その
結果、末梢の血管が広がり、血小板の凝集能が抑制されて、血
液がサラサラと流れやすくなり、動脈硬化を防ぎ、血圧を上昇さ
せるホルモンの分泌を抑制する。

③ 呼吸器官が強化され、全身の血行がよくなる。
④ 沈んだ気分をふるい落とし、気分を明るくする。

●ストレスやスランプを吹き飛ばす

「完全呼吸法」

精神公害に満ちた現代社会の中で、心理的な病

原菌に犯されないためには、呼吸を調えることが一

番です。この呼吸法は腹式呼吸、胸式呼吸、肩式

呼吸を同時に行い、呼吸に関わる総ての組織や器官

を強化し、心身に生気を吹き込みます。

＜方法＞
① 好みの坐法で坐り、背筋を伸ばす。
② 首の後ろで両手の指を組み、両ヒジを左右に大きく開く。
③ 心をヘソに置き、腹をゆっくりとへこませ息を出してゆく。（腹中
心の吐息）

④ 続いて、両ヒジを閉じながら胸かくを狭めて肺底の空気を出して
ゆく。（胸中心の吐息）

⑤ さらに、肩をすぼめ、両ヒジをアゴの下でくっつけて息を出しき
る。（肩中心の吐息）。約3秒間止息。

⑥ 両ヒジは閉じたまま、へこませていた腹部をゆっくりとふくらませ
ると、自然に空気が肺底に流れこむ。（腹中心の吸息）

⑦ 両ヒジをゆっくりと左右に開いて胸かくを広げ、肺の中部に息を
満たす。（胸中心の吸息）。

⑧ さらに、両ヒジと肋骨、鎖骨を上方に引き上げ、肺の上部に息を
満たす。（肩中心の吸息）。

⑨ アゴを少し下げ、約3秒間保息し、③の吐息に移る。
⑩ ここまでを1回とし、10回を1ラウンドとして1日に3～5ラウン
ド行う。

＜アドバイス＞
① 吸息と吐息の時間配分は原則として1対2にする。
② 慣れるにしたがって、吸息と吐息に要する時間を徐々に長くして
いく。

③ 立っていても寝てやってもよい。

＜効果＞
① 血質血循がよくなり新陳代謝を促進する。
② 心身を弛緩させてストレスを解消し、心を落ちつかせる。不眠症
にもよい。

③ 心が新鮮になり、活気が出てくる。頭の働きもよくなり、記憶力
も増大する。

④ 自律神経系を調え、内臓を丈夫にし、血圧を正常化させる。

ぎょう
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Q1. 要介護認定の有効期間について
Q2. 老人福祉施設の種類・入所の要件、

費用について

要
介
護
認
定
の
定

着
に
伴
い
、
要
介
護

認
定
事
務
が
一
部
見

直
さ
れ
、
介
護
保
険

法
施
行
規
則
が
改
正

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
の
ひ
と
つ
が
認

定
有
効
期
間
の
拡
大
で
す
。

更
新
認
定
の
有
効
期
間
は
、
こ
れ
ま

で
「
原
則
6
か
月
」
で
、
認
定
審
査
会

の
意
見
に
基
づ
い
て
特
に
必
要
と
認
め

る
場
合
に
は
3
〜
12
か
月
の
範
囲
で
定

め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
今
回
の

一
部
改
正
で
更
新
認
定
の
有
効
期
間
は
、

「
原
則
12
か
月
」
で
、
認
定
審
査
会
の
意

見
に
基
づ
い
て
特
に
必
要
と
認
め
る
場

合
に
は
3
〜
24
か
月
の
範
囲
で
定
め
る

こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、

要
支
援
認
定
の
更
新
に
つ
い
て
も
原
則

12
か
月
と
な
り
ま
す
が
、
上
限
は
従
来

ど
お
り
12
か
月
で
す
。

な
お
、
認
定
審
査
会
が
有
効
期
間

を
原
則
よ
り
長
く
す
る
場
合
の
要
件
と

し
て
は
、
①
身
体
上
ま
た
は
精
神
上
の

障
害
の
程
度
が
安
定
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
場
合
、
②
同
一
の
施
設
に
長
期

間
入
所
し
て
お
り
、
か
つ
長
期
間
に
わ

た
り
要
介
護
状
態
区
分
に
変
化
が
な

い
場
合
な
ど
審
査
判
定
時
の
状
況
が
長

期
間
に
わ
た
っ
て
変
化
し
な
い
と
考
え

ら
れ
る
場
合
（
重
度
の
要
介
護
状
態
に

あ
る
場
合
を
基
本
と
す
る
が
、
個
々
の

事
例
ご
と
に
原
則
よ
り
長
期
間
要
介
護

状
態
が
継
続
す
る
と
見
込
ま
れ
る
場

合
）、
③
そ
の
他
、
認
定
審
査
会
が
特

に
必
要
と
認
め
る
場
合
、
と
な
っ
て
い

ま
す
。

な
お
、
今
回
の
有
効
期
間
の
拡
大
は

更
新
認
定
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
も
の

で
す
の
で
、
新
規
認
定
・
区
分
変
更
認

定
の
有
効
期
間
は
従
来
ど
お
り
「
6
か

月
」
で
す
。

今
回
の
見
直
し
に
よ
り
、
更
新
申
請

の
方
は
、
申
請
の
手
続
き
が
原
則
12
か

月
に
1
回
と
な
り
ま
し
た
が
、
有
効
期

間
中
に
状
態
が
変
化
さ
れ
た
方
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
区
分
変
更

申
請
が
で
き
ま
す
。

今
回
の
一
部
改
正
は
、
平
成
16
年
4

月
1
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
お
り
、
4
月

1
日
以
降
に
受
理
し
た
更
新
認
定
申
請

か
ら
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

平成16年度か
ら要介護認定の有
効期間が拡大され
たと聞きました

が、いつから、どういった人を対象に
拡大することになったのでしょうか。

県
内
に
あ
る
施
設

及
び
概
要
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

一
養
護
老
人
ホ
ー
ム
　
11
施
設

○
入
所
の
要
件
な
ど

65
歳
以
上
の
方
で
、
心
身
機
能
の
お

と
ろ
え
な
ど
の
た
め
に
日
常
生
活
に
支

障
が
あ
る
、
あ
る
い
は
住
宅
に
困
っ
て

い
る
方
で
、
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る

か
、
市
町
村
民
税
の
所
得
割
が
非
課
税

の
世
帯
に
属
す
る
方
が
入
所
で
き
ま
す
。

○
申
し
込
み
先

市
、
町
の
老
人
福
祉
担
当
の
窓
口
へ

申
し
込
む
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

申
し
込
み
手
続
き
な
ど
で
困
ら
れ
る

場
合
は
、
民
生
委
員
や
老
人
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

○
利
用
経
費

入
所
者
本
人
と
扶
養
義
務
者
の
そ
れ

ぞ
れ
の
負
担
能
力
に
応
じ
て
利
用
料
を

納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

○
施
　
設

讃
岐
老
人
ホ
ー
ム
（
高
松
）、
丸
亀
市

立
老
人
ホ
ー
ム
亀
寿
園
、
坂
出
市
立
老

人
ホ
ー
ム
長
生
園
、
善
通
寺
市
立
善
通

寺
老
人
ホ
ー
ム
、
さ
ざ
ん
か
荘
、
香
東

園
盲
老
人
ホ
ー
ム
（
さ
ぬ
き
市
）、
小
豆

島
老
人
ホ
ー
ム
（
土
庄
町
）、
ひ
ぐ
ら
し

荘
（
香
川
町
）、
綾
歌
郡
老
人
ホ
ー
ム

（
綾
歌
町
）、
琴
平
老
人
の
家
（
琴
平
町
）、

七
宝
荘
（
豊
中
町
）

二
　
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
　
68
施
設

○
入
所
の
要
件
な
ど

65
歳
以
上
の
方
で
、
要
介
護
認
定
の

結
果
要
介
護
に
該
当
す
る
状
態
の
方
が

入
所
で
き
ま
す
。

○
申
し
込
み
先

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
に
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
施
設
に
直
接
申
し

込
む
こ
と
も
で
き
ま
す
。

○
利
用
経
費

原
則
と
し
て
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
っ
た

費
用
の
1
割
と
食
費
が
負
担
と
な
り
ま

す
。
た
だ
し
、
こ
の
1
割
の
負
担
に
つ

独り暮らしの77歳
の女性です。現在は
元気ですが将来は老
人ホームへの入所も
考えています。県内
にはどのような老人
ホームがありますか、
また、それぞれの施
設への入所要件や必
要経費などについて
教えてください。
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香川県長寿社会対策課
基盤整備グループ・保険者指導グループ

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。

い
て
は
、
1
か
月
当
た
り
の
上
限
を
設

け
て
い
ま
す
。

○
施
　
設

さ
ぬ
き
、
シ
オ
ン
の
丘
ホ
ー
ム
、
弘
恩
苑
、

岡
本
荘
、
す
み
れ
荘
、
竜
雲
舜
虹
苑
、
西

春
日
、
さ
く
ら
荘
、
は
な
ぞ
の
園
、
香
色

苑
、
エ
デ
ン
の
丘
、
お
り
い
ぶ
荘
、
逅
里

苑
、
高
松
さ
ん
さ
ん
荘
、
一
宮
の
里
、
大

寿
苑
（
高
松
市
）、
珠
光
園
、
青
の
山
荘
、

た
る
み
荘
、
シ
ャ
ロ
ー
ム
、
今
津
荘
（
丸

亀
市
）、
聖
マ
ル
チ
ン
の
園
、
松
ヶ
浦
荘
、

愛
生
苑
、
き
や
ま
（
坂
出
市
）、
仙
遊
荘
、

白
百
合
荘
、
明
日
香
（
善
通
寺
市
）、
豊

恩
荘
、
楽
陽
荘
、
長
寿
苑
（
観
音
寺
市
）、

引
田
荘
、
湊
荘
、
絹
島
荘
（
東
か
が
わ
市
）、

志
度
玉
浦
園
、
香
東
園
、
さ
ざ
ん
か
荘
、

さ
わ
や
か
ホ
ー
ム
、
ゆ
た
か
荘
（
さ
ぬ
き

市
）、
マ
リ
ア
の
園
、
豊
島
ナ
オ
ミ
荘
、

小
豆
島
老
人
ホ
ー
ム
、
リ
ベ
ラ
ル
サ
ン
シ

ャ
イ
ン
（
小
豆
郡
）、
白
山
山
荘
、
守
里

苑
、
あ
じ
の
里
（
木
田
郡
）、
さ
ん
さ
ん

荘
、
ひ
ぐ
ら
し
荘
、
扇
寿
、
レ
フ
ァ
シ
ー

ド
直
島
（
香
川
郡
）、
松
林
荘
、
楽
々
苑
、

紅
山
荘
、
寿
楽
荘
、
た
ち
ば
な
荘
（
綾
歌

郡
）、
や
す
ら
ぎ
荘
、
満
濃
荘
、
ク
レ
ー

ル
み
ど
り
、
桃
陵
苑
、
仲
南
荘
（
仲
多
度

郡
）、
と
が
み
園
、
ふ
た
な
荘
、
み
の
、
と

よ
な
か
荘
、
た
く
ま
荘
、
に
お
荘
、
と
よ

は
ま
荘
、
�
之
丞
の
丘
（
三
豊
郡
）

三
　
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
A
型
　
1
施
設

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
B
型
　
2
施
設

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
ケ
ア
ハ
ウ
ス

36
施
設

○
入
所
の
要
件
な
ど

60
歳
以
上
の
方
（
夫
婦
で
入
所
す
る

場
合
は
ど
ち
ら
か
が
60
歳
以
上
）
で
、

家
庭
の
事
情
等
に
よ
り
居
宅
に
お
い
て

生
活
す
る
こ
と
が
困
難
な
お
年
寄
り
が

低
額
な
料
金
で
利
用
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
A
型
施
設
は
、
給
食
サ
ー
ビ
ス

が
あ
り
ま
す
が
、
B
型
施
設
は
原
則
と

し
て
自
炊
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
は
、
極
力
個
人

の
自
立
性
を
尊
重
し
た
在
宅
処
遇
を
目

的
と
す
る
施
設
に
な
っ
て
い
ま
す
。

○
申
し
込
み
先

施
設
へ
直
接
申
し
込
む
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

○
利
用
経
費

食
費
等
の
生
活
費
は
、
全
額
自
己
負

担
に
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
事
務
費
に
つ
い
て
は
原
則
と

し
て
入
所
者
の
負
担
能
力
に
応
じ
て
納

め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

○
施
　
設

・
A
型
施
設

シ
ー
サ
イ
ド
サ
ン
シ
ャ
イ
ン
（
池
田
町
）

・
B
型
施
設

華
山
（
香
東
園
に
併
設
）、
じ
き
し
ん
荘

（
紅
山
荘
に
併
設
）

・
ケ
ア
ハ
ウ
ス

花
み
ず
き
、
サ
ン
リ
ッ
チ
屋
島
、
ケ
ア

ハ
ウ
ス
弘
恩
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
大
寿
、
ケ

ア
ハ
ウ
ス
さ
ぬ
き
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
は
な

ぞ
の
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
屋
島
、
ケ
ア
ハ
ウ

ス
お
か
も
と
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
櫨
の
実
、

ケ
ア
ハ
ウ
ス
竜
雲
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
吉
祥

（
高
松
市
）、
い
い
の
エ
リ
ジ
ウ
ム
（
珠

光
園
に
併
設
）、マ
イ
ル
ド
ハ
ー
ト
丸
亀
、

ケ
ア
ハ
ウ
ス
ベ
テ
ル
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
垂

水
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
天
宝
苑
（
丸
亀
市
）、

マ
イ
ル
ド
ハ
ー
ト
坂
出
、
ハ
イ
ツ
城
山
、

ケ
ア
ハ
ウ
ス
俊
幸
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
ロ
ー

ズ
ガ
ー
デ
ン
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
登
竜
荘

（
坂
出
市
）、
ま
ど
か
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
か

が
や
木
（
善
通
寺
市
）、
鶴
亀
ハ
ウ
ス

（
観
音
寺
市
）、
行
基
ハ
イ
ツ
（
さ
ぬ
き

市
）、
サ
ン
パ
ー
ル
白
鳥
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス

ひ
ま
わ
り
（
東
か
が
わ
市
）、
ケ
ア
ハ
ウ

ス
オ
リ
ー
ブ
（
小
豆
郡
）、
健
祥
会
リ
ブ

レ
（
香
川
郡
）、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
ラ
フ
ォ
ー

レ
国
分
寺
、
マ
イ
ル
ド
ハ
ー
ト
21
、
ケ

ア
ハ
ウ
ス
綾
歌
（
綾
歌
郡
）、
ケ
ア
ハ
ウ

ス
か
り
ん
の
郷
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
ク
レ
ー

ル
み
ど
り
（
仲
多
度
郡
）、
ケ
ア
ハ
ウ
ス

み
の
、
ケ
ア
ハ
ウ
ス
た
く
ま
（
三
豊
郡
）

四
　
有
料
老
人
ホ
ー
ム
　
15
施
設

○
入
所
の
要
件
な
ど

施
設
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
施
設
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

○
申
し
込
み
先

施
設
へ
直
接
申
し
込
む
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

○
利
用
経
費

施
設
に
よ
っ
て
異
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
施
設
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
施
　
設

・
介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム

ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
あ
す
か
高
松
多
肥
、

介
護
付
有
料
老
人
ホ
ー
ム
あ
ず
さ
、
リ

ハ
ビ
リ
ホ
ー
ム
あ
す
か
高
松
木
太
、

ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
せ
せ
ら
ぎ
（
高
松

市
）、
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
あ
す
か
東
か

が
わ
（
東
か
が
わ
市
）、
介
護
付
有
料
老

人
ホ
ー
ム
メ
イ
プ
ル
の
杜
（
香
川
郡
）、

ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
あ
い
む
、
ア
ミ
ー

ユ
香
川
宇
多
津
（
綾
歌
郡
）

・
住
宅
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム

や
す
ら
ぎ
ホ
ー
ム
さ
ぬ
き
の
く
に
（
坂

出
市
）、
リ
ハ
ビ
リ
ホ
ー
ム
あ
す
か
（
東

か
が
わ
市
）、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
w
i
t

h
み
や
け
、
悠
悠
せ
ん
ね
ん
村
（
香
川

郡
）

・
健
康
型
有
料
老
人
ホ
ー
ム

林
泉
館
（
高
松
市
）、
観
音
寺
簡
易
保
険

加
入
者
ホ
ー
ム
（
観
音
寺
市
）、
ナ
ー
シ

ン
グ
セ
ン
タ
ー
ユ
ー
ト
ピ
ア
・
オ
グ
ニ

（
仲
多
度
郡
）



財
団
だ
よ
り 

か
が
わ
健
康
福
祉
機
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■
百
五
十
七
名
が
卒
業

平
成
十
五
年
度
か
が
わ
長
寿
大
学
卒

業
証
書
授
与
式
が
三
月
十
日
、
県
庁
ホ

ー
ル
で
行
わ
れ
、
学
長
の
真
鍋
武
紀
知

事
か
ら
、
卒
業
生
百
五
十
七
名
の
代
表

六
名
に
対
し
て
、
卒
業
証
書
が
そ
れ
ぞ

れ
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

続
く
挨
拶
で
学

長
は
、「
二
年
間
、

各
種
の
講
座
を
受

講
さ
れ
、
所
定
の

課
程
を
修
め
ら
れ

た
皆
様
方
の
意
欲

と
向
上
心
に
深
く

敬
意
を
表
し
ま
す
。

こ
の
大
学
で
身
に

付
け
た
知
識
や
お
互
い
の
交
流

を
貴
重
な
財
産
と
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
で
存
分
に
力
を
発

揮
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
、
卒
業

生
へ
の
は
な
む
け
の
言
葉
を
贈

ら
れ
ま
し
た
。

次
に
、
来
賓
の
高
岡
哲
夫
県

議
会
議
員
（
議
長
代
理
）
か
ら

の
御
祝
辞
の
あ
と
、
卒
業
生
を

代
表
し
て
尾
崎
卓
雄
さ
ん
（
八

十
五
歳
）
が
、「
か
が
わ
長
寿

大
学
を
通
じ
て
、
生
き
が
い
と

健
康
づ
く
り
に
つ
い
て
の
知
識

と
教
養
を
身
に
付
け
た
こ
と
に

加
え
て
、
県
内
各
市
町
の
受
講

生
と
交
流
の
輪
を
広
め
、
仲
間

づ
く
り
が
で
き
た
。
豊
か
で
活

力
あ
る
「
喜
び
あ
え
る
長
寿
社

会
か
が
わ
」
の
実
現
に
貢
献
し

た
い
。」
と
お
礼
の
言
葉
を
述

べ
ら
れ
、
式
が
終
了
し
ま
し
た
。

式
に
続
い
て
記
念
講
演
が
行

わ
れ
、
香
川
大
学
工
学
部
教
授

長
谷
川
修
一
氏
が
、「『
稲
む
ら

の
火
』
か
ら
防
災
を
学
ぶ
」
の

テ
ー
マ
で
講
演
さ
れ
ま
し
た
。

■
百
七
十
三
名
が
卒
業

（
地
域
セ
ミ
ナ
ー
）

「
健
康
生
き
が
い
中
核
施
設
」
の
五
会

場
で
開
講
し
た
地
域
セ
ミ
ナ
ー
の
卒
業
式

も
行
わ
れ
ま
し
た
。
三
月
十
二
日
に
長
尾

校
、
十
五
日
に
は
詫
間
校
、
翌
十
六
日
に

内
海
校
、
翌
十
七
日
に
は
三
木
校
、
翌
十
八

日
に
宇
多
津
校
と
い
う
日
程
で
、
そ
れ
ぞ

れ
の
最
後
の
授
業
に
引
き
続
い
て
行
わ
れ
、

受
講
生
一
人
一
人
に
卒
業
証
書
が
授
与
さ

れ
、
各
校
と
も
記
念
写
真
を
撮
影
し
て
、

卒
業
式
が
終
わ
り
ま
し
た
。
卒
業
生
は
五

校
で
、
百
七
十
三
名
と
な
り
ま
し
た
。

卒業証書の授与を受ける卒業生の皆さん

真鍋知事（学長）の挨拶

お礼の言葉を述べる卒業生の代表

陶山県健康長寿財団専務理事より卒業証書の
授与を受ける卒業生の皆さん（宇多津校）

平
成
十
五
年
度
　

か
が
わ
長
寿
大
学
卒
業
式

10
記念講演中の
長谷川修一香川大学工学部教授



財
団
だ
よ
り 

か
が
わ
健
康
福
祉
機
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■
卒
業
生
感
想
文

長
寿
大
学
で
学
ん
だ
こ
と豊

中
町

金
丸
　
寛
郎

難
関
を
突
破
し
て
入
学
し
た
長
寿
大
学
で

二
年
間
楽
し
く
勉
強
さ
せ
て
頂
き
、ま
ず
は

関
係
者
の
方
々
に
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

昭
和
二
十
九
年
に
地
元
大
学
を
卒
業
し

た
私
は
、
五
十
年
ぶ
り
に
長
寿
大
学
で
昔

の
友
人
、
職
場
の
仲
間
、
各
職
場
、
団
体

で
仕
事
を
さ
れ
た
人
々
と
人
間
と
し
て
の

お
付
合
が
出
来
、
い
ろ
い
ろ
教
え
ら
れ
る

事
が
多
く
、
充
実
し
た
大
学
生
活
を
過
ご

す
こ
と
が
出
来
、
幸
せ
で
あ
っ
た
。

私
は
二
班
に
属
し
た
が
、
講
義
の
後
、

グ
ル
ー
プ
で
話
し
合
い
、
顔
見
知
り
に
な

り
、
気
軽
に
相
談
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
が
何
よ
り
良
か
っ
た
。

講
義
に
つ
い
て
は
医
大
の
先
生
の
健
康

に
関
す
る
お
話
は
身
近
な
問
題
だ
け
に
非

常
に
参
考
に
な
っ
た
。
先
生
方
の
知
識
を

自
分
の
智
恵
と
し
て
活
用
さ
せ
て
貰
っ
て

健
康
で
元
気
な
毎
日
を
送
り
た
い
。

長
寿
大
学
の
益
々
の
ご
発
展
を
お
祈
り

し
、
何
か
一
つ
で
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
活
躍

し
た
い
と
考
え
る
。

■
百
七
十
八
名
が
入
学

平
成
十
六
年
度
か
が
わ
長
寿
大
学
開
講

式
が
四
月
二
十
七
日
、
学
長
の
真
鍋
武
紀

知
事
を
は
じ
め
、
副
学
長
の
野
田

斉
か
が

わ
健
康
福
祉
機
構
理
事
長
ら
の
出
席
の
も

と
、
香
川
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
内

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
年
度
の
最
高
齢
者
は
八
十
三
歳
で
、

平
均
年
齢
六
十
七
歳
の
新
入
生
が
入
学
さ

れ
ま
し
た
。

真
鍋
学
長
か
ら
は
、「
今
な
お
、
向
学
心

に
燃
え
る
皆
さ
ん
方
を
お
迎
え
で
き
ま
す
こ

と
は
、
大
き
な
喜
び
で
す
。
み
な
さ
ん
の
学

習
意
欲
や
前
向
き
な
生
き
方
に
は
、
頭
の

下
が
る
思
い
が
い
た
し
ま
す
。『
老
い
て
学

べ
ば
死
し
て
朽
ち
ず
』
と
い
う
江
戸
時
代

の
儒
学
者
の
言
葉
は
、
ま
さ
し
く
名
言
で

あ
り
ま
す
。
ど
う
か
こ
の
二
年
間
が
実
り
多

い
充
実
し
た
も
の
と
な
り
ま
す
よ
う
お
祈
り

申
し
上
げ
ま
す
。」
と
、
新
入
生
を
激
励
す

る
挨
拶
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
後
、
か
が
わ
長
寿
大
学
の
概
要
説

明
や
受
講
に
あ
た
っ
て
の
注
意
と
い
っ
た

オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
午
後
は
新

入
生
の
皆
さ
ん
が
自
己
紹
介
を
し
て
、
開

講
式
が
終
わ
り
ま
し
た
。

（長尾校）卒業記念写真（内海校）

開講式での真鍋知事（学長）の挨拶

開講式での新入生の皆さん
11

平
成
十
六
年
度
　

か
が
わ
長
寿
大
学
開
講
式
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三
月
、
か
が
わ
長
寿
大
学
の
募
集

要
項
の
報
道
が
流
れ
て
い
ま
す
。
年

を
重
ね
る
ご
と
に
失
な
わ
れ
る
意
欲

を
サ
ポ
ー
ト
す
る
に
は
、
健
康
で
あ
れ

ば
、
二
年
間
学
ん
だ
学
習
内
容
は
、

貴
重
な
人
生
体
験
だ
っ
た
と
、
痛
切

に
受
け
止
め
て
居
り
ま
す
。

学
ん
だ
事
の
あ
る
者
に
し
か
解
ら

な
い
感
動
が
あ
る
か
ら
で
す
。
亦
、
人

生
は
茫
々
と
流
れ
去
っ
て
ゆ
く
一
期

一
会
だ
か
ら
で
す
。

昨
今
、
高
齢
化
時
代
が
進
み
、
片

隅
に
押
し
や
ら
れ
る
中
、
I
T
情
報

の
氾
濫
と
、
交
錯
に
よ
る
人
間
性
の

希
薄
が
大
き
く
社
会
問
題
視
さ
れ
、

時
代
は
、
変
遷
し
つ
ゝ
あ
り
ま
す
が
、

学
ん
で
活
用
す
る
事
の
必
要
性
が
、

老
い
ゆ
く
、
自
分
自
身
を
見
詰
め
直

す
こ
と
へ
の
心
構
え
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に

考
え
る
範
囲
が
展
が
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
人
生
の
節
目
を
十
進
法
で

消
却
さ
れ
る
と
信
じ
、
そ
れ
な
り
に
努

力
も
し
て
参
り
ま
し
た
。
老
い
て
、
僅

か
ば
か
り
の
菜
園
で
、
四
季
そ
れ
ぞ

れ
の
野
菜
花
作
り
で
、
食
卓
に
飾
り

採
り
た
て
の
ビ
タ
ミ
ン
を
食
生
活
に

と
り
入
れ
て
ま
す
。

そ
う
こ
う
す
る
内
に
、
自
然
に
対

し
て
の
感
触
が
、
如
何
に
大
切
で
あ

る
の
か
身
に
沁
み
て
ま
い
り
ま
す
。

学
習
の
中
で
、
古
文
書
、
和
歌
の

講
義
が
あ
り
ま
し
た
。
情
け
な
い
こ
と

に
、
花
を
賞
で
、
鳥
を
唱
う
と
云
っ

た
風
雅
な
趣
味
は
有
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
紙
と
鉛
筆
が
あ
れ
ば
詠
め
る

俳
句
に
興
味
を
抱
き
、
日
本
伝
統
俳

句
ホ
ト
ト
ギ
ス
で
研
鑽
し
乍
ら
、
自

然
と
対
峙
す
る
の
が
楽
し
く
な
っ
て

き
ま
し
た
。
近
年
地
球
温
暖
化
の
影

響
で
し
ょ
う
か
、
季
節
が
ず
れ
て
句

作
り
に
も
変
化
が
あ
り
ま
す
。

ど
う
か
、
ヤ
ン
グ
・
シ
ニ
ア
ー
の
O

B
の
皆
様
方
も
っ
と
、
も
っ
と
身
近

く
、
感
覚
を
研
い
で
、
足
る
を
知
ら

ざ
る
若
き
世
代
に
、
伝
達
し
て
ゆ
く

手
段
を
顕
し
て
行
こ
う
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
…
…

俳
句

晩
学
を
謝
し
て
佳
き
日
に
卒
業
す

謝
辞
述
べ
て
酒
々
落
々

し
ゃ
し
ゃ
ら
く
ら
く

と
卒
業
す

晩
学
を
心
の
糧か

て

に
卒
業
す

年
が
明
け
て
し
ば
ら
く
た
っ
た
と

き
、
右
足
の
膝
関
節
が
痛
く
な
り
医

者
に
行
っ
た
。
レ
ン
ト
ゲ
ン
な
ど
一

通
り
の
診
察
を
終
え
て
先
生
の
説
明

を
聞
く
。「
原
因
は
?
」
と
私
が
聞

い
た
時
、
先
生
は
開
口
一
番
「
老
化

現
象
で
す
」。
私
は
ま
た
か
と
嫌
な

気
に
な
る
。
60
才
を
過
ぎ
て
二
度
目

の
、
そ
れ
も
別
々
の
病
院
で
聞
く

「
老
化
現
象
」
だ
。
最
初
の
時
は
、

朝
目
覚
め
て
床
の
中
で
背
伸
び
を
し

た
時
、
突
然
「
天
井
が
グ
ル
グ
ル
回

り
だ
し
ビ
ッ
ク
リ
し
た
」。

そ
ん
な
こ
と
が
二
、
三
回
あ
っ
て

脳
障
害
も
考
え
、
病
院
に
行
っ
た
。

原
因
は
耳
の
中
に
あ
る
三
半
器
官
と

言
う
身
体
の
平
衡
感
覚
を
司
る
器
官

が
老
化
し
て
バ
ラ
ン
ス
が
う
ま
く
取

れ
な
い
た
め
だ
と
言
わ
れ
た
。
先
生

い
わ
く
「
し
ば
ら
く
そ
の
ま
ま
休
ん

で
お
れ
ば
落
ち
着
く
」。
問
題
は
無
い

と
の
こ
と
。
頭
を
激
し
く
振
っ
た
り
急

に
動
か
し
た
り
す
る
と
バ
ラ
ン
ス
を

失
っ
て
目
ま
い
が
続
く
。
ま
た
テ
レ
ビ

な
ど
を
見
る
時
、
寝
転
ん
で
見
た
り

す
る
こ
と
も
一
因
だ
と
言
わ
れ
た
。

若
い
つ
も
り
で
い
た
が
、
気
持
ち

は
年
を
取
ら
な
く
て
も
身
体
は
確
実

に
年
老
い
て
行
く
も
の
だ
と
思
い
、

そ
れ
か
ら
は
身
体
を
い
た
わ
っ
て
来

た
つ
も
り
だ
っ
た
矢
先
の
「
老
化
現

象
」
発
言
。
今
回
は
膝
関
節
の
軟
骨

が
擦
り
減
っ
て
「
骨
と
骨
が
擦
る
よ

う
な
状
態
で
余
り
無
理
は
出
来
な
い
。

で
も
ま
だ
最
悪
と
言
う
状
態
で
は
無

い
の
で
大
切
に
し
て
下
さ
い
」
と
の

こ
と
。
こ
ん
な
出
来
事
が
あ
っ
て
老

化
と
言
う
こ
と
を
少
し
考
え
て
み
た
。

人
間
、
長
く
使
っ
て
来
た
身
体
の

部
分
（
機
械
で
言
え
ば
部
品
、
パ
ー

ツ
）
を
新
し
く
交
換
や
再
生
を
す
る

こ
と
が
出
来
ず
、
無
理
す
る
こ
と
な

く
大
切
に
使
う
し
か
無
い
と
思
っ
て

い
る
。
ま
た
反
面
い
ろ
い
ろ
な
機
能

を
持
つ
部
分
を
甘
や
か
す
と
言
う
こ

と
は
「
楽
を
し
た
い
、
苦
労
は
し
た

く
な
い
」
と
言
う
機
能
低
下
に
つ
な

が
り
、
よ
り
悪
く
す
る
と
言
う
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
幾
ら

か
の
負
荷
を
掛
け
る
こ
と
は
老
化

現
象
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
と
考
え
少
し
逆
ら

っ
て
見
よ
う
と
思
う
。
避
け
て
通
れ

な
い
「
老
化
現
象
」。
正
面
か
ら
受

け
止
め
て
臆
す
る
こ
と
な
く
生
活
を

し
て
行
き
た
い
。
ど
ん
と
こ
い
「
老

化
現
象
」。

振
り
返
っ
て
一
年高

松
市

内
海
　
彰
子

（
70
）

「
老
化
現
象
」
と
言
わ
れ
て

さ
ぬ
き
市

赤
松
　
義
隆

（
64
）
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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

坂
出
市
　
　
西
山
　
和
孝

懸
命
に
生
き
る
姿
や
勉
学
に

あ
の
頃
我
も
ド
ラ
マ
学
校

美
味
し
く
て
ニ
ュ
ー
ジ
ラ
ン
ド
の
南
京
が

内
地
産
た
ち
押
し
出
さ
れ
そ
う

山
本
町
　
　
小
山
き
よ
子

薫
風
を
腹
い
っ
ぱ
い
に
青
空
を

己
が
天
下
と
ゆ
う
ゆ
う
泳
ぐ

赤
好
み
ト
マ
ト
人
参
赤
蕪
心
も

赤
し
日
の
丸
の
赤

塩
江
町
　
　
小
田
い
お
り

学
も
な
く
財
も
な
く
吾
な
れ
ど

漬
け
し
白
菜
な
に
よ
り
美
味
し

い
ち
ど
き
に
花
を
終
え
た
る
サ
フ
ラ
ン
の

細
葉
ゆ
た
か
に
伸
び
揃
ひ
た
り

こ
の
春
を
花
持
た
ざ
れ
し
老
梅
の

枯
れ
に
し
あ
ら
ず
若
葉
茂
れ
り

葉
先
ま
で
昇
り
つ
め
た
る
天
道
虫

あ
と
は
大
空
へ
自
由
に
飛
び
立
て

俳
句

坂
出
市
　
　
西
山
　
和
孝

雪
柳
小
さ
く
四
弁
の
集
ま
り
て

も
う
こ
ん
な
木
々
の
息
吹
触
れ
て
み
る

直
島
町
　
　
関
　
竜
太
郎

菜
の
花
を
噛
ん
で
一
人
食
終
え
る

髪
刈
っ
て
知
ら
な
い
沖
の
海
へ
出
る

山
本
町
　
　
小
山
き
よ
子

青
蛙
萌
黄
着
服
春
モ
ー
ド

ド
ン
ブ
ラ
コ
西
瓜
ト
マ
ト
の
た
ら
い
中

草
の
宿
虫
そ
れ
ぞ
れ
に
競
鳴
く

綾
南
町
　
　
大
西
　
輝
明

果
樹
園
の
端
に
残
り
て
冬
葉
か
な

河
川
敷
野
焼
き
の
炎
立
ち
上
が
る

春
立
つ
や
山
伐
採
の
鋸
の
音

鶯
の
声
背
山
よ
り
響
き
け
り

鵜
の
巣
あ
け
ぼ
の
杉
の
天
辺
に

川
柳

山
本
町
　
　
小
山
き
よ
子

一
人
居
は
時
間
は
総
べ
て
我
の
物

世
渡
り
が
下
手
で
貧
乏
が
同
居
す
る

捨
て
ゼ
リ
フ
の
ど
で
飲
み
込
み
歯
を
見
せ
る

13

坂
出
市
　
　
西
山
　
和
孝

堀
お
こ
し
埋
め
て
は
な
お
す
歩
道
か
な

古
古
米
も
混
ぜ
て
出
廻
る
不
作
年

東
か
が
わ
市
　
木
村
あ
き
ら

酒
煙
草
呑
ん
で
長
生
き
す
る
つ
も
り

信
士
居
士
あ
の
世
も
金
の
い
る
世
界

光
線
の
届
か
ぬ
処
に
も
花
は
咲
く

肩
書
き
を
外
し
張
子
の
虎
に
な
る

節
水
の
宣
伝
カ
ー
が
ゆ
く
暑
さ

神
風
も
吹
か
ず
し
ま
い
の
敗
戦
忌

大
野
原
町
　
合
田
　
敏
行

夏
向
き
の
か
ら
だ
に
な
っ
て
冷
奴

気
ま
ぐ
れ
な
血
圧
計
に
わ
れ
動
く

衰
え
た
視
力
で
人
の
こ
こ
ろ
読
む

さ
ぬ
き
市
　
高
橋
　
　
昇

黄
水
仙
本
音
は
見
せ
ず
じ
ま
い
な
り

お
玉
杓
子
く
す
ぐ
っ
た
く
て
足
を
だ
す

葱
坊
主
背
伸
び
す
る
か
ら
首
が
凝
る

高
松
市
　
　
磯
野
　
ア
ヤ

八
十
路
会
白
髪
く
ら
べ
る
声
は
ず
む

あ
ま
が
え
る
は
っ
ぱ
の
上
で
す
ま
し
顔
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第13回 香川県健康福祉祭シルバー作品展

作品／「 古都の夜明け 」
作者／酒井忠雄（73歳）高松市

【講評】安定した構図。静かな空気感がとて
もうまく表現されていて、味わいの魅力ある
作品です。

作品／「 松風 」
作者／大久保輝子（72歳）高松市

【講評】和歌一首を細字で散らし書きした軸仕立てである。構
成の妙、細線の美しさは見るものをしてさわやかな境地に引き
込まれるようである。表装布のシックな仕上りもうまくマッチ
して周囲の空気が清められるように思われる優秀作である。

◆部門／写真　　◆審査員／川 西 規 雄（全日本写真連盟香川県本部委員）

作品／「 謝眺詩 」
作者／山本治子（80歳）飯山町

【講評】80歳の年齢、女性であることを
感じさせない力強く、一貫性があり、2
尺6尺の縦額が堂々として風格がある。
筆のタッチも緩急多様性に富み、常々書
に親しんでおられるのであろう生活姿勢
がしのばれる。拍手したい。

◆部門／書　　◆審査員／光 宗 道 子（日展会友）

作品／「 桜の季節 」
作者／藤田徳明（70歳）財田町

【講評】立派な桜の大木を画面一杯に撮
らえて力強い作品に仕上がってます。画面

左下に人物を控えめにあしらったのが一層内容ある作品と
なって好感がもてます。ただ、色調の面でもう少し冴えの
ある仕上げになっていればと惜しまれます。
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ふ
る
さ
と
探
訪

向向
山
周
慶

旱
魃
な
ど
の
相
次
ぐ
自
然
災
害
で
、
高

松
藩
五
代
藩
主
・
松
平
頼
恭

よ
り
た
か

の
頃
財
政
は

逼
迫
し
て
い
た
。
再
建
策
と
し
て
新
し
い
産

業
を
興
そ
う
と
考
え
ら
れ
た
。
試
み
ら
れ
た

の
が
「
甘
蔗
」
か
ら
「
砂
糖
」
を
作
る
こ
と

だ
っ
た
。
平
賀
源
内
、
池
田
玄
丈
、
向
山

周
慶
ら
は
主
命
を
受
け
、
そ
の
産
業
化
に

凡
そ
40
年
間
努
力
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぎ
込

ん
だ
。
藩
主
も
六
、
七
、
八
代
と
移
っ
て

い
た
。
風
土
を
逆
手
に
取
っ
た
産
業
で
あ
っ

た
。
讃
岐
の
砂
糖
は
雪
の
よ
う
に
白
く
舶
来

品
に
も
勝
る
と
い
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。

向山周慶の生誕地後（旧大内郡湊村・現東かがわ市白鳥）。
記念碑だけが残っている。

讃
岐
糖
業
の
祖



自
然
環
境
を
逆
手
に

讃
岐
の
歴
史
は
旱
魃
の
歴
史
だ
と
い
わ
れ
る
。

雨
の
少
な
い
土
地
柄
で
あ
る
。
藩
祖
・
松
平
頼
重

が
讃
岐
入
封
以
来
、
繰
り
返
さ
れ
る
日
照
り
続
き

に
よ
り
農
作
物
へ
の
被
害
が
相
次
い
で
い
た
。
藩

の
台
所
事
情
は
苦
し
さ
を
増
す
一
方
。
商
人
か
ら

の
借
財
も
一
時
、
五
十
万
両
に
も
嵩
ん
だ
。
消
極

的
な
節
約
で
は
追
い
つ
か
ず
抜
本
的
な
財
政
再
建

策
が
強
く
求
め
ら
れ
た
。
名
君
と
謳
わ
れ
た
五
代

頼
恭
は
、
こ
の
状
態
を
憂
慮
し
再
建
策
へ
の
衆
知

を
集
め
研
究
を
続
け
た
。
そ
の
結
果
、
あ
ま
り
水

利
の
便
を
必
要
と
せ
ず
旱
魃
に
も
強
く
、
し
か
も

温
暖
の
地
を
好
む
「
甘
蔗
」
の
栽
培
に
目
を
つ
け

「
砂
糖
」
の
生
産
で
財
政
の
再
生
を
図
ろ
う
と
思

い
つ
い
た
。
さ
と
う
き
び
か
ら
砂
糖
を
と
る
こ
と
は

ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
（
B
C
三
二
五
）
が
イ
ン

ド
遠
征
の
と
き
、
こ
れ
を
知
り
持
ち
帰
っ
た
と
い

わ
れ
る
ほ
ど
歴
史
は
古
い
。
わ
が
国
で
は
孝
謙
天

皇
（
七
五
四
）
の
時
、
唐
僧
・
鑑
真
の
黒
砂
糖
献

上
、
室
町
末
期
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
渡
来
し
た
と

も
言
わ
れ
る
。
時
が
移
り
、
八
代
将
軍
・
徳
川
吉

宗
は
享
保
十
年
（
一
七
二
五
）
砂
糖
の
輸
入
を
防

ぐ
た
め
、
琉
球
か
ら
甘
蔗
の
苗
を
取
り
寄
せ
吹
き

上
げ
御
苑
で
試
作
、
栽
培
、
製
糖
法
を
研
究
さ
せ

た
。
一
説
で
は
薩
摩
藩
や
中
国
の
船
員
か
ら
学
ん

だ
と
も
い
わ
れ
る
。
吉
宗
の
新
産
業
政
策
は
各
藩

に
か
な
り
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
っ
た
。
高
松
藩

で
も
砂
糖
に
明
る
い
池
上
某
を
江
戸
か
ら
招
き
研

究
さ
せ
た
が
成
果
は
上
が
ら
な
か
っ
た
。

先
鞭
を
つ
け
た
源
内

松
平
頼
恭
は
そ
の
「
慧
眼
」
と
固
い
決
意
で
藩

医
・
池
田
玄
丈
に
”
難
事
業
“
の
研
究
を
命
じ
た
。

努
力
家
で
研
究
熱
心
な
玄
丈
は
早
速
、
東
浜
村

（
現
高
松
市
花
園
町
）
の
一
部
に
甘
蔗
の
試
作
を

始
め
た
。
こ
の
と
き
薬
草
園
で
薬
坊
主
と
し
て
玄

丈
の
下
で
手
伝
い
を
し
て
い
た
の
が
若
き
平
賀
源

内
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
源
内
は
飄
然
と
長
崎
へ

遊
学
。
宝
暦
十
三
年
（
一
七
六
三
）
本
草
学
分
野

か
ら
「
物
類
品
質

ぶ
つ
る
い
ひ
ん
し
つ

」（
植
物
の
分
類
学
の
書
）
を

出
版
。
そ
の
中
に
「
甘
蔗
」
の
項
を
設
け
て
栽
培

か
ら
糖
汁
を
採
る
図
ま
で
描
い
て
い
る
。「
琉
球
種

享
保
中
薩
摩
よ
り
伝
え
て
今
処
に
植
え
て
砂
糖
を

製
す
是
即
砂
糖
な
り
―
」
と
記
す
。
甘
蔗
栽
培
法

の
中
で
は
甘
蔗
の
種
類
、
砂
糖
の
起
源
、
培
養
法

に
つ
い
て
も
詳
述
。「
砂
糖
が
出
来
れ
ば
ど
れ
ほ
ど

日
本
の
た
め
に
な
る
か
分
か
ら
な
い
。
一
日
も
早

く
そ
う
い
う
人
が
出
て
く
る
事
を
望
ん
で
い
る
」

と
、
日
本
経
済
発
展
の
た
め
砂
糖
生
産
の
必
要
性

を
力
説
し
て
い
る
。
さ
ら
に
源
内
は
『
糖
業
は
国

の
主
す
な
わ
ち
大
名
の
よ
う
な
資
本
力
を
持
つ
者

で
な
れ
ば
”
速
や
か
に
行
わ
れ
が
た
か
る
べ
し
“
』

と
記
す
。
砂
糖
の
生
産
、
流
通
、
販
売
に
は
資
金

が
必
要
な
こ
と
ま
で
見
通
し
た
そ
の
洞
察
力
の
鋭

さ
に
改
め
て
驚
か
さ
れ
る
。

池
田
玄
丈
と
向
山
周
慶

池
田
玄
丈
は
頼
恭
の
宿
願
に
応
え
る
べ
く
努
力

を
続
け
た
が
念
願
の
達
成
は
弟
子
の
向
山
周
慶
に

譲
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
白
鳥
町
湊
出
身
（
現

東
か
が
わ
市
）
の
向
山
周
慶
は
玄
丈
に
医
を
学
び

殖
産
興
業
の
面
に
も
関
心
が
高
か
っ
た
。
多
い
弟

子
の
中
か
ら
「
そ
の
方
儀
至
強
情
之
者
に
相
見
候

―
」
と
選
ば
れ
た
こ
と
に
感
激
し
た
。
研
究
に
没

頭
、
家
を
顧
み
ざ
る
こ
と
十
数
年
、
に
も
か
か
わ

ら
ず
成
功
へ
の
兆
し
は
少
し
も
現
れ
ず
た
だ
苦
悩

の
連
続
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
時
、
所
用
で
京
都
へ

行
き
勉
学
に
き
て
い
た
一
医
学
生
と
親
し
く
な
る
。

薩
摩
か
ら
の
留
学
生
で
あ
っ
た
。
自
分
は
砂
糖
の

生
産
を
試
み
て
い
る
が

ど
う
も
う
ま
く
い
か
な

い
。「
君
の
ふ
る
さ
と

で
は
砂
糖
を
製
造
し
大

坂
へ
出
荷
し
て
い
る
と

聞
く
が
、
そ
の
製
法
を

教
え
て
も
ら
え
な
い
か

―
」
と
頼
ん
だ
。「
自

分
は
砂
糖
製
造
の
現
場

も
知
り
製
造
過
程
も
知

16

池田玄丈が殿様の命で甘蔗を栽培したお花畑
の跡に「向良神社」がある。（高松市内）



っ
て
い
る
が
こ
れ
は
藩
の
秘
密
に
な
っ
て

い
る
。
他
藩
へ
も
ら
せ
ば
本
人
は
も
と
よ

り
一
族
ま
で
厳
罰
に
処
せ
ら
れ
る
。
従
っ

て
国
禁
を
犯
す
こ
と
は
出
来
な
い
―
」
と

断
ら
れ
る
。
周
慶
は
あ
き
ら
め
て
讃
岐
へ

帰
っ
て
き
た
。
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）

京
都
に
大
火
が
あ
り
、
そ
の
医
学
生
も
罹

災
し
た
と
聞
き
、
困
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と

周
慶
は
慰
問
の
物
資
を
送
っ
て
や
っ
た
。

そ
の
優
し
さ
に
感
激
し
た
医
学
生
は
熟
慮

の
末
「
厳
罰
に
処
せ
ら
れ
て
も
―
」
と
決

17

意
、
周
慶
の
恩
に
報
い
る
こ
と
に
し
た
。
周
慶
の

喜
び
は
大
変
な
も
の
だ
っ
た
。
い
わ
ば
命
と
引
き
換

え
に
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
喜
び
勇
ん
で
作

業
に
と
り
か
か
っ
て
み
た
が
、
実
際
に
は
そ
う
う
ま

く
い
く
は
ず
が
な
か
っ
た
。
疑
問
点
が
順
次
起
こ

っ
て
来
た
。
苦
心
を
重
ね
た
が
努
力
や
情
熱
だ
け

で
は
ど
う
に
も
な
ら
ず
困
惑
す
る
日
々
だ
っ
た
。

恩
義
に
報
い
た
薩
摩
人

そ
の
頃
周
慶
の
兄
政
久
が
近
く
の
湊
川
の
土
手

で
苦
し
む
お
遍
路
さ
ん
を
見
つ
け
自
宅
へ
連
れ
帰

り
弟
の
医
師
・
周
慶
に
手
当
て
を
さ
せ
る
と
数
日

で
回
復
し
た
。
男
は
関
良
助
と
い
い
薩
摩
の
人

だ
っ
た
。
静
養
の
傍
ら
周
慶
の
砂
糖
作
り
を
手

伝
っ
て
い
た
が
や
が
て
故
郷
へ
帰
っ
た
。
良
助
は

周
慶
兄
弟
の
優
し
い
恩
義
が
忘
れ
ら
れ
な
か
っ

た
。
砂
糖
作
り
に
精
魂
込
め
る
姿
。「
甘
蔗
の
よ

い
種
苗
が
あ
れ
ば
―
」
と
呟
く
言
葉
が
頭
か
ら
離

れ
な
か
っ
た
。
医
学
生
同
様
「
国
禁
」
を
頭
に
浮

か
べ
な
が
ら
周
慶
ら
の
人
と
し
て
の
優
し
さ
に
応

え
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
選
り
抜
き
の
甘

蔗
の
苗
を
持
ち
出
し
讃
岐
へ
向
か
っ
た
。
砂
糖
作

り
へ
の
真
摯
な
態
度
と
優
し
い
人
柄
が
、
国
禁
を

犯
し
て
ま
で
周
慶
を
後
押
し
し
て
く
れ
た
。
良
助

の
協
力
を
得
て
甥
の
政
隣
と
共
に
こ
れ
ま
で
の
経

験
の
上
に
先
進
国
の
知
恵
を
加
え
て
精
進
を
重

ね
た
結
果
四
十
年
余
を
経
て
よ
う
や
く
待
望
の
白

砂
糖
の
生
産
に
た
ど
り
着
く
こ
と

が
出
来
た
。
確
か
に
成
功
し
た
の

で
あ
る
。
言
葉
に
な
ら
な
い
喜
び

が
沸
き
あ
が
っ
て
き
た
。
体
が
熱

く
な
っ
た
。
早
速
八
代
藩
主
頼
儀

に
献
上
。
頼
恭
の
墓
前
に
も
報
告

し
た
。
享
和
三
年
（
一
八
〇
三
）

の
こ
と
だ
っ
た
。

砂
糖
生
産
の
奨
励
保
護
策

「
砂
糖
生
産
に
確
固
た
る
自
信
を
持
ち
そ
の
奨

励
の
必
要
性
を
説
き
藩
の
財
源
と
す
べ
き
」
こ
と

を
強
調
、
建
白
し
た
周
慶
。
四
十
数
年
来
の
体
験

か
ら
の
言
葉
に
は
説
得
力
が
あ
っ
た
。
八
代
・
頼

儀
は
そ
の
建
議
を
早
速
採
用
、
砂
糖
生
産
に
関
す

る
一
切
を
周
慶
に
ま
か
せ
る
こ
と
と
し
た
。
英
断

で
あ
る
。
そ
の
後
、
領
内
各
地
に
甘
蔗
栽
培
法
や

製
糖
法
の
指
導
、
生
産
を
督
励
し
た
。
甘
蔗
の
作

付
面
積
も
寛
政
二
年
に
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
だ
っ
た
も

の
が
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
に
は
一
三
七
八
ヘ

ク
タ
ー
ル
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
三
八
〇
〇

ヘ
ク
タ
ー
ル
と
急
増
し
た
。
家
老
・
筧
速
水
、
木

村
黙
老
ら
は
製
糖
業
保
護
奨
励
策
を
推
進
、
製

造
、
販
売
面
で
手
厚
い
保
護
策
を
与
え
た
。
文
政
、

天
保
期
に
は
肥
料
代
、
労
賃
、
船
賃
な
ど
の
費
用

が
嵩
み
砂
糖
生
産
も
一
時
落
ち
込
ん
だ
。
九
代
・

頼
恕

よ
り
ひ
ろ

は
新
産
業
の
塩
と
と
も
に
久
米
栄
左
衛
門
の

進
言
を
入
れ
「
砂
糖
為
替
」「
船
中
為
替
」
の
制

度
を
取
り
入
れ
強
力
な
製
糖
業
保
護
政
策
を
実

施
、
讃
岐
3
白
の
ひ
と
つ
と
し
て
成
長
さ
せ
た
。

最
盛
期
に
は
大
坂
市
場
取
引
シ
ェ
ア
ー
の
八
割
方

が
讃
岐
の
砂
糖
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
勿
論
、
藩

の
財
政
を
潤
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

小
川
太
一
郎
（
フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー
）

讃岐砂糖の恩人と刻まれた薩人・
関良介の墓（東かがわ市）

地元の人たちが周慶と良介を顕彰して建てた向良神社（砂糖神社）と顕彰碑（東かがわ市）
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〈
か
が
わ
長
寿
大
学
〉

恵
ま
れ
て
入
学
し
た
か
が
わ
長
寿
大
学
も
、
あ
と
三
ケ
月
で
卒
業

と
い
う
あ
る
日
、「
短
歌
サ
ー
ク
ル
を
つ
く
り
、
と
も
に
学
び
ま
せ

ん
か
」
と
貼
り
紙
が
あ
っ
た
。
学
生
生
活
、
二
年
間
と
い
え
ば
漸
く

受
講
に
も
慣
れ
、
親
し
い
友
達
も
で
き
、
さ
あ
こ
れ
か
ら
何
か
新
し

く
も
っ
と
勉
強
を
と
思
え
ば
、
は
い
、
ご
卒
業
で
あ
る
。

〈
こ
の
指
止
ま
ろ
ー
〉

甘
ー
い
蜜
の
香
り
が
、
わ
れ
ら
老
い
ど
れ
蝶
ど
も
を
誘
う
。
早
速
、

初
心
者
ば
か
り
の
仲
間
を
語
ら
っ
て
申
し
込
む
。
と
、
お
教
え
下
さ

る
ご
講
師
は
朝
日
新
聞
の
選
者
、
香
川
短
期
大
学
、
N
H
K
文
化
セ

ン
タ
ー
の
ご
講
師
エ
ト
セ
ト
ラ
…
…
で
、
日
本
の
歌
壇
を
代
表
す
る

先
生
方
の
お
一
人
と
お
伺
い
し
て
は
、
止
ま
る
花
を
間
違
え
た
と
ち

ぢ
こ
ま
る
。

〈
香
川
い
き
い
き

短
歌
の
会
〉

そ
の
玉
井
清
弘
先
生
が
、
ご
多

忙
の
な
か
、
月
一
回
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
ご
指
導
賜
る
こ
と
と
な
り
、

会
の
名
前
も
殆
ど
衆
議
一
決
で

「
香
川
い
き
い
き
短
歌
の
会
」
と
決

ま
っ
て
、
平
成
十
六
年
一
月
十
九

日
、
第
一
回
を
開
催
。
七
月
の
例

会
で
既
に
七
回
を
数
え
た
。

〈
驚
愕
木

お

ど

ろ

き

、
桃
木

も
も
の
き

、
一
行
詩
〉

ま
ず
、
初
め
て
の
ご
講
義
に
、

短
歌
は
一
行
詩
で
あ
る
と
の
こ
と
。

玉
藻
よ
し【

香
川
い
き
い
き
短
歌
の
会
】
　
西
岡
　
恭
平

初
心
の
老
蝶
ど
も
は
、
エ
ッ
と
の
け
ぞ
っ
た
。
五
七
五
七
七
の
五
句

三
十
一
音
ぐ
ら
い
は
存
じ
て
い
る
の
だ
が
、
五
・
七
・
五
の
上
句

か
み
の
く

を

書
け
ば
、
行
を
変
え
、
行
頭
を
一
段
下
げ
て
七
・
七
の
下
句

し
も
の
く

を
書
く

も
の
と
思
っ
て
い
た
。
だ
が
、
一
行
詩
だ
か
ら
、
一
行
す
べ
て
下
ま

で
詰
め
て
書
く
。
も
し
書
き
切
れ
な
い
場
合
は
、
二
行
目
の
頭
か
ら

続
け
て
書
く
の
だ
と
…
。

そ
し
て
早
速
、
初
回
か
ら
宿
題
を
頂
く
。
兎と

に
も
角
に
も
、
一
首

お
詠
み
な
さ
い
と
の
仰
せ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
回
か
ら
我
ら
の
短

歌
ら
し
き
も
の
が
、
俎
板

ま
な
い
た

に
の
せ
ら
れ
る
こ
と
と
相
成
っ
た
。

〈
老
蝶
も
韃
靼

だ
っ
た
ん

海
峡
を
渡
る
か
〉

ま
さ
か
、
小
豆
島
土
庄
町
の
世
界
一
狭
い
海
峡
ぐ
ら
い
な
ら
渡
れ

る
か
も
知
れ
ぬ
。
ど
う
や
ら
老
蝶
ど
も
、
和
歌
の
よ
う
な
歌
、
短
歌

も
ど
き
、
短
歌
風
を
懸
命
に
詠
わ
ん
と
も
が
き
飛
ぶ
。

ま
た
、
先
日
は
、
玉
井
先
生
の
お
計
ら
い
で
新
し
い
高
松
市
文
化

芸
術
ホ
ー
ル
サ
ン
ポ
ー
ト
で
行
わ
れ
た
第
一
回
の
「
短
歌
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
」
に
も
参
加
さ
せ
て
戴

い
た
。

〈
敷
島
の
道
の
愉
し
さ
〉

短
歌
と
は
、
人
間
を
詠
み
、
社

会
を
歌
い
、
命
が
け
の
恋
か
ら
伴

侶
や
子
へ
の
愛
、己
を
裸
に
剥
き
、

森
羅
万
象
に
触
れ
、
そ
し
て
ユ
ー

モ
ア
と
諧
謔
と
風
刺
を
極
め
、
明

る
く
、
楽
し
く
、
こ
と
ば
遊
び
の

真
髄
に
ふ
れ
て
い
る
人
生
を
創

る
。
と
き
ど
き
は
素
敵
な
花
の
蜜

を
ひ
そ
か
に
頂
き
な
が
ら
…
…
。

☆
　
そ
れ
が
私
た
ち
の

い
き
い
き
短
歌
の
会
!!

▲玉井先生と会員の皆さん
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雨
真
っ
た
だ
中
、
心
配
し
て
い
た
こ
と
が
的
中
し
大

雨
の
中
の
登
山
と
な
っ
た
。

香
川
里
山
歩
き
友
の
会
の
里
山
歩
き
。
6
月
26
日
に
高
鉢

山
と
大
高
見
峰
に
登
っ
た
。
参
加
者
は
友
の
会
顧
問
の
林
巍

先
生
（
高
松
市
体
力
つ
く
り
市
民
会
議
議
長
）
お
よ
び
指
導

員
6
人
を
含
め
45
人
。
年
齢
は
こ
の
会
の
参
加
資
格
に
あ
る

と
お
り
全
員
お
お
む
ね
60
歳
以
上
。

県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
に
集
合

し
バ
ス
で
現
地
へ
向
か
う
。
バ
ス
の
中

で
は
林
先
生
か
ら
い
つ
も
の
よ
う
に
里

山
歩
き
に
関
す
る
諸
々
の
お
話
を
う
か

が
っ
た
。
登
り
と
下
り
の
歩
き
方
、
や

ぶ
こ
ぎ
、
休
憩
の
と
り
方
、
雨
具
や
衣

類
、
新
聞
紙
の
効
用
、
朝
の
味
噌
汁
、

非
常
食
な
ど
、
と
て
も
参
考
に
な
る
も

の
で
あ
っ
た
。
林
先
生
か
ら
は
そ
の
後

も
登
山
口
や
山
頂
で
、
ま
た
途
中
の
休

憩
時
に
近
辺
の
地
形
、
地
層
、
歴
史
な

ど
に
つ
い
て
ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
の
お

話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

初
に
登
っ
た
の
は
綾
上
町
の
高
鉢

山
。
こ
の
山
は
綾
上
富
士
と
も
い

わ
れ
る
讃
岐
七
富
士
の
ひ
と
つ
。
し
か

し
、
雨
の
た
め
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が

で
き
た
の
は
下
山
後
の
一
瞬
で
あ
っ
た
。

椎
尾
八
幡
神
社
前
で
バ
ス
を
降
り
登
山

開
始
。
赤
、
黄
、
緑
、
青
、
白
な
ど
カ

ラ
フ
ル
な
雨
具
の
行
進
と
な
っ
た
。
私

里
山
歩
き
に
医
者
い
ら
ず

【
香
川
里
山
歩
き
友
の
会
】
　
山
下
　
谷
治

も
梅
雨
時
の
こ
と
と
て
雨
の
中
の
登
山
を
予
想
し
て
雨
具
と
登
山
靴

を
奮
発
し
て
い
た
。
そ
の
お
陰
で
雨
の
中
も
ぬ
か
る
ん
だ
山
道
も
安

心
し
て
歩
く
こ
と
が
で
き
た
。
し
ば
ら
く
は
自
動
車
が
通
る
舗
装
路

で
あ
る
が
山
間
の
上
り
坂
、
雨
具
を

着
て
い
る
こ
と
も
あ
り
す
ぐ
汗
ば
む
。

キ
ャ
ン
プ
場
か
ら
は
丸
太
階
段
の
急

な
登
山
道
。
雨
具
の
中
に
汗
が
流
れ

る
。
暑
さ
に
弱
い
私
は
雨
具
の
上
は

脱
ぎ
傘
を
差
し
て
登
っ
た
。

下
山
途
中
に
風
穴
を
訪
ね
た
。
石

垣
の
間
か
ら
吹
き
出
て
い
る
風
は
9

度
と
冷
た
い
。
ひ
と
と
き
不
思
議
な

涼
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
。

弁
当
は
雨
の
た
め
外
で
は
食
べ
ら

れ
ず
、
大
高
見
峰
の
登
山
口
へ
向
か

う
バ
ス
の
中
で
済
ま
せ
た
。
大
高
見

峰
の
登
山
道
は
高
鉢
山
の
道
よ
り
長

く
て
急
、
狭
い
と
こ
ろ
や
雨
水
が
流

れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
足
場
の
悪
い

と
こ
ろ
で
は
滑
っ
て
尻
餅
を
つ
く
者

も
い
た
。

ど
ち
ら
の
山
も
標
高
は
約
5
0
0

m
。
そ
ん
な
に
高
く
は
な
い
が
、
二
つ
の
山
に
登
っ
て
下
り
た
運

動
量
は
相
当
な
も
の
で
あ
る
。
有
酸
素
運
動
で
あ
り
心
肺
機
能
が

高
め
ら
れ
そ
う
だ
。
高
松
市
三
谷
町
に
標
高
1
9
2
m
の
日
山
が

あ
る
。
こ
こ
に
6
か
月
間
毎
日
登
っ
て
体
重
を
10
kg
落
と
し
た
と

い
う
方
が
参
加
さ
れ
て
い
た
。
肥
満
対
策
は
生
活
習
慣
病
を
予
防

す
る
上
で
効
果
的
と
い
わ
れ
る
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら
林
先
生
の
言

葉
「
里
山
歩
き
に
医
者
い
ら
ず
」
に
は
実
感
が
あ
る
。

の
中
の
登
山
で
は
あ
っ
た
が
一
日
山
道
を
歩
き
、
汗
を
い
っ

ぱ
い
か
い
て
「
医
者
い
ら
ず
」
の
身
体
作
り
が
少
し
で
き
た

よ
う
な
気
が
し
た
里
山
歩
き
で
あ
っ
た
。

梅

雨

最

▲大高見峰へ登山中の皆さん ▲林先生の説明を聞く会員の皆さん

▲石積みの向こうに風穴 ▲雨上がりの高鉢山



『
生
涯
青
春
』
実
践
の
一
環
と
し
て

観
音
寺
室
本
長
寿
会

会
長

請
川
　
　

ど
な
た
も
、「
丈
夫
で
長
生
き
す
る
事

が
幸
せ
だ
」
と
言
う
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
、

幸
せ
だ
と
言
え
よ
う
か
。
今
ま
で
の
物
心

両
面
の
社
会
的
恩
恵
に
対
し
て
、
今
後
有

限
の
余
生
を
通
じ
て
、
報
恩
感
謝
の
念
に

燃
え
、
お
礼
奉
公
の
意
味
で
、
社
会
福
祉

に
貢
献
す
る
所
に
こ
そ
、
真
の
幸
せ
が
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
他
会
の
活
動
の

亜
流
・
同
工
異
曲
の
内
容
を
避
け
、
右
趣

旨
を
高
揚
す
る
数
え
歌
を
作
っ
た
。

『
室
本
長
寿
会
』
を
讃
え
る
歌
（
作
詞
　
請
川
　
　
）

一
ツ
ト
セ
ー

人
は
誰
し
も
、
健
康
で

長
生
き
す
る
の
が
、
幸
せ
だ
。

ソ
イ
ツ
ァ
豪
気
ダ
ネ
。
豪
気
ダ
ネ

（
繰
り
返
し
）

二
ツ
ト
セ
ー

二
人
出
会
え
ば
、
に
ぎ
や
か
に

話
花
咲
き
、
若
返
る
。

三
ツ
ト
セ
ー

見
る
た
び
若
く
、
美
し
く

不
老
長
寿
で
、
年
忘
る
。

四
ツ
ト
セ
ー

夜
目
に
も
し
る
き
、
あ
で
姿

元
気
な
ク
ラ
ブ
づ
く
り

東
か
が
わ
市
白
寿
会
　
会
長
　

向
山
　
正
數

こ
こ
は
東
か
が
わ
市
白

鳥
地
区
高
齢
者
ス
ポ
ー
ツ

大
会
会
場
。
よ
っ
し
ゃ
今

日
は
や
る
で
ぇ
。
地
区
内

の
ク
ラ
ブ
の
中
で
も
っ
と

も
大
き
な
声
と
笑
い
声
が

響
く
ク
ラ
ブ
。
そ
れ
が
白

寿
会
で
す
。
会
員
数
は
、

51
人
で
大
き
く
も
小
さ
く
も
な
い
ク
ラ
フ
で
す
が
、
ス
ポ
ー
ツ
に

な
る
と
応
援
も
競
争
も
負
け
な
い
元
気
と
団
結
力
が
あ
り
ま
す
。

現
在
は
主
に
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
や
グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
な
ど
高
齢
者

◇
盛
夏
の
候
、
読
者
の
皆
様
お
元
気
で
す
か
。

暑
中
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

先
日
、「
〇
四
版
高
齢
社
会
白
書
」
が
新
聞

に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
六

十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
人
口
は
総
人
口
比
前
年

の
十
八
・
五
％
か
ら
十
九
％
に
上
昇
。
百
歳
以

上
の
高
齢
者
は
二
万
人
を
超
え
、
五
年
で
倍

増
。
高
齢
化
率
は
上
昇
を
続
け
、
十
五
年
に
は

二
十
六
％
、
五
十
年
に
は
三
十
五
・
七
％
に
達

す
る
と
予
測
さ
れ
て
い
ま
す
。
高
齢
社
会
に
お

け
る
高
齢
者
の
役
割
と
し
て
、
積
極
的
に
地
域

活
動
に
参
加
し
て
仲
間
づ
く
り
を
進
め
、
健
康

で
生
き
が
い
の
あ
る
生
き
生
き
と
し
た
人
生
を

送
り
た
い
も
の
で
す
。

◇
今
回
の
「
青
春
い
き
い
き
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」

は
、
高
齢
者
の
豊
か
な
経
験
・
知
識
を
生
か
し

て
地
域
文
化
の
伝
承
活
動
に
取
り
組
ん
で
い

る
”庵
治
盆
踊
り
保
存
会
“で
す
。

最
近
、
教
育
基
本
法
の
改
正
が
議
論
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
中
に
「
伝
統
文
化
を
尊
重
し
郷

土
と
国
を
人
切
に
す
る
」
と
い
う
文
言
が
盛
り

込
ま
れ
る
よ
う
で
す
。
伝
統
文
化
を
大
切
に
し

た
い
も
の
で
す
。
本
号
は
、
地
域
文
化
を
守
っ

て
活
動
し
て
い
る
姿
を
紹
介
し
ま
す
。

◇
第
十
七
回
全
国
健
康
福
祉
祭
群
馬
大
会
が

「
ぐ
ん
ま
発
の
応
援
歌
」
を
テ
ー
マ
に
、
十
月
十

六
日
（
土
）
か
ら
十
九
日
（
火
）
ま
で
の
四
日

間
、
前
橋
市
を
中
心
に
群
馬
県
内
二
十
三
市
町

村
で
開
催
さ
れ
ま
す
。

県
か
ら
は
、
選
手
・
役
員
約
百
三
十
人
を
派

遣
、
ま
た
美
術
展
に
十
二
点
を
出
展
す
る
予
定

で
す
。
選
手
の
皆
さ
ん
の
活
躍
状
況
を
次
号
で

ご
報
告
し
ま
す
。

◇
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
十
二
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

後
姿
は
、
五
十
代
（
し
る
き
‖
は
っ
き
り
）

五
ツ
ト
セ
ー

い
つ
も
元
気
で
、
朗
ら
か
に

福
祉
に
励
み
、
世
に
尽
く
す
。

六
ツ
ト
セ
ー

室
本
長
寿
の
、
会
員
は

明
る
く
仲
良
く
、
奉
仕
好
き
。

七
ツ
ト
セ
ー

何
も
い
ら
な
い
、
幸
せ
は

孫
子
揃
う
て
、
夕
餉ゲ

と
る
。

八
ツ
ト
セ
ー

八
十
路
過
ぎ
て
も
、
腰
ピ
ン
と

歩
く
姿
は
、
若
者
だ
。

九
ツ
ト
セ
ー

九
十
九

ツ

ク

モ

坂
越
え
、
杖
つ
か
ず

独
り
暮
ら
せ
る
、
元
気
者
。

十
ト
セ
ー

と
う
と
う
来
ま
し
た
、
百
歳
で

県
知
事
祝
い
に
、
飛
ん
で
来
た
。

こ
の
数
え
歌
を
愛
唱
歌
と
し
て
、
集
会

毎
に
男
女
肩
を
組
み
、
青
春
の
血
を
滾
ら

せ
、
放
歌
高
吟
し
士
気
を
高
め
、
連
帯
感

を
強
め
、『
生
涯
青
春
』
を
体
感
し
、
シ

ル
バ
ー
パ
ワ
ー
の
活
動
源
と
し
て
来
た
。

超
高
齢
化
の
時
代
に
、
若
者
に
と
っ
て

も
魅
力
あ
ふ
れ
る
会
と
し
て
興
隆
発
展
さ

せ
、
あ
わ
せ
て
県
下
老
人
会
の
活
性
化
の

一
助
に
も
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
『
夢
よ
、

も
う
一
度
』
を
目
指
し
て
…
…

ス
ポ
ー
ツ
等
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
日
常
生
活
に
張

り
合
い
が
も
て
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
地
域
で
の
清

掃
活
動
や
交
通
安
全
運
動
、
花
の
栽
培
、
恒
例
行
事
で
あ
る
餅

つ
き
や
節
分
行
事
に
参
加
し
、

会
員
自
身
が
生
き
が
い
を
も

て
る
楽
し
い
ク
ラ
ブ
づ
く
り

を
目
指
し
な
が
ら
、
和
気
あ

い
あ
い
と
活
動
が
続
け
て
い

け
る
老
人
ク
ラ
ブ
活
動
を
展

開
し
て
い
ま
す
。
ク
ラ
ブ
会

員
だ
け
で
な
く
世
代
を
超
え

た
様
々
な
人
た
ち
と
の
交
流
、

そ
れ
が
白
寿
会
の
長
所
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。



お年寄りや、ご家族の皆さん 
心配ごと、悩みごとの相談は・・・ 

●秘密は厳守します　●電話でも来所でも結構です 
●匿名でもかまいません　●相談は無料です 

《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。 

60～64歳 
82人 17％ 

65～69歳 
79人 16％ 

平成15年度相談状況 

40歳未満 34人 7％ 

電話 
343人 69％ 

来所 
151人 30％ 

文書 2人 0％ 

不詳 6人 1％ 
県外 25人 5％ 

家族問題 17人 8％ 

40～49歳 49人 10％ 

50～59歳 
73人 15％ 

70～79歳 
125人 24％ 

80歳以上 
50人 10％ 

本人 
314人 63％ 

家族 
182人 37％ 

相談者との関係 相談方法別 

一般相談 
441人 89％ 

専門相談 
55人 11％ 

相談種別 

男性 
177人 36％ 女性 

319人 64％ 

男女別 

施設・窓口・機関 
30人 31％ 

福祉機器 8人 8％ 

在宅福祉サービス 
13人 14％ 

介護・介助 
22人 23％ 

生計 2人 3％ 

年金・手当・恩給 
18人 24％ 

その他 
23人 24％ 

財産・金銭 
147人 73％ 

その他 27人 14％ 
人権 1人 0％ 
事故・賠償 
11人 5％ 

住宅・設備 3人 4％ 

その他 4人 5％ 

税金 
5人 7％ 

仕事 
43人 57％ 

経済・生活 法　律 福祉サービス 

医療関係機関 
1人 3％ 

保健衛生 
21人 52％ 

その他 2人 5％ 

医療費 
3人 8％ 

医療相談 
13人 32％ 

保健・医療 

年齢別 

高松市 
268人 53％ 

三豊郡 18人 4％ 
仲多度郡 5人 1％ 

綾歌郡 28人 6％ 
香川郡 19人 4％ 
木田郡 35人 7％ 
小豆郡 14人 3％ 

東かがわ市 26人 5％ 
さぬき市 13人 3％ 
観音寺市 2人 0％ 

善通寺市 8人 2％ 
坂出市 24人 5％ 丸亀市 5人 1％ 

不詳 4人 1％ 

地域別総合 

法律 
203人 41％ 経済・生活 

75人 15％ 

家族・家庭 
63人 13％ 

福祉サービス 
96人 19％ 

相談内容別 

生きがいづくり 
19人 4％ 

健康保健・医療 40人 8％ 

〒760-0017 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 

（財）かがわ健康福祉機構 

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 

その他 10人 16％ 

人生・家族 
38人 60％ 

家庭生活 
15人 24％ 

家族・家庭 



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（長寿社会部）
電話 087-863-0222 FAX 087-863-0090
ホームページアドレス http://www.kagawa-swc.or.jp/home/

古紙配合率100％再生紙を使用しています 

【
香
川

か

が

わ

竹
細
工

た

け

ざ

い

く

】

「
竹
」
は
、
古
く
よ
り
日
本
人
に
最
も

愛
さ
れ
、
親
し
ま
れ
て
き
た
も
の
の
ひ
と
つ

で
、
暮
ら
し
の
場
で
生
か
さ
れ
、
活
用
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
竹
材
を
使
っ
た
細
工
物

も
、
用
と
美
を
兼
ね
備
え
た
生
活
の
用
具

と
し
て
、
用
途
に
応
じ
た
も
の
が
各
種
考

案
さ
れ
、
今
に
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
ま

す
。
細
か
く
さ
い
た
竹
を
、
形
を
整
え
な

が
ら
製
品
に
あ
わ
せ
て
編
み
上
げ
て
い
く
そ

の
技
法
は
、
職
人
芸
の
さ
え
を
様
々
に
見

せ
て
く
れ
ま
す
。

香
川
の
伝
統
的
工
芸
品


