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生
き
る
こ
と
は
愛
す
る
こ
と
。
た
と
え
こ
の
世

を
去
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
永
遠
の
愛
を
生
き
る
こ

と
が
で
き
る
の
だ
と
、
こ
の
歌
は
歌
っ
て
く
れ
て

い
ま
す
。

　
こ
の
歌
を
私
自
身
の
日
本
語
訳
で
レ
コ
ー
デ
ィ

ン
グ
し
た
の
は
二
〇
〇
六
年
。
歌
手
と
し
て
の
四

十
周
年
の
翌
年
で
し
た
。

　
夫
が
他
界
し
た
二
〇
〇
二
年
、
し
ば
ら
く
私
は

こ
の
歌
を
歌
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
二

番
の
歌
詞
を
ど
う
し
て
歌
っ
て
い
い
か
、
戸
惑
っ

た
か
ら
で
す
。

�「�
も
し
も
あ
な
た
が
死
ん
で　
私
を
捨
て
る
時
も�

私
は
か
ま
わ
な
い　
あ
な
た
と
行
く
か
ら�

�

広
い
空
の
中
を　
あ
な
た
と
二
人
だ
け
で�

�

終
わ
り
の
な
い
愛
を　
生
き
続
け
る
た
め
に
」

t
o
k
i
k
o

�　
で
も
夫
が
他
界
し
て
二
年
後
の
コ
ン
サ
ー
ト
で

思
い
切
っ
て
こ
の
歌
を
歌
っ
た
時
、
突
然
ど
こ
ま

で
も
広
が
る
永
遠
を
感
じ
た
の
で
す
。
そ
う
、「
終

わ
り
の
な
い
愛
」
と
い
う
の
は
、
人
が
こ
の
世
を

去
っ
た
後
に
こ
そ
は
じ
ま
る
「
愛
」
な
の
だ
と
。

日野原重明記念
「新老人の会」東京  会報
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日
野
原
先
生
に
最
後
に
お
会
い
し
た
二
〇
一

六
年
十
一
月
七
日
の
こ
と
は
、
鮮
や
か
に
脳
裏

に
あ
り
ま
す
。
一
〇
五
歳
の
日
野
原
先
生
が
、

し
っ
か
り
と
舞
台
に
上
が
っ
て
講
演
な
さ
り
、

後
半
は
、私
の
歌
を
客
席
で
聴
い
て
く
だ
さ
り
、

最
後
に
は
車
椅
子
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
拍
手
を

し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
。

　
私
は
驚
い
て
客
席
に
降
り
て
、
立
ち
上
が
っ

た
先
生
を
ハ
グ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ

の
時
、
し
っ
か
り
と
向
き
合
っ
て
感
じ
た
熱
い

思
い
、
忘
れ
ま
せ
ん
。
瑞
々
し
く
頬
を
紅
潮
さ

せ
た
少
年
の
よ
う
で
し
た
。

　
翌
年
の
夏
、
他
界
さ
れ
た
時
、
こ
の
時
歌
っ

た
「
愛
の
讃
歌
」
を
、
N
H
K
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
現
代
+
で
、
先
生
を
追
悼
す
る
た
め
に
、
ギ

タ
ー
の
弾
き
語
り
で
歌
っ
た
の
で
す
。
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先
生
に
贈
っ
た
「
愛
の
讃
歌
」

�

日
野
原
重
明
記
念
「
新
老
人
の
会
」
東
京　
顧
問　

加
藤�

登
紀
子

2016年「新老人の会」
ジャンボリー東京大会で

　
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
。
と
う

て
い
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
日
野
原
先
生
が
、「
新
老
人
の
会
」
の
使

命
と
し
て
掲
げ
た
こ
と
は
、「
戦
争
を
体
験

し
た
老
人
世
代
こ
そ
が
、
次
代
を
担
う
子
ど

も
た
ち
に
、
平
和
と
愛
の
大
切
さ
を
伝
え
る

責
務
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ご
著

書
『
平
和
と
命
こ
そ
』（
新
日
本
出
版
）
の

中
で
も
、
平
和
を
希
求
す
る
思
い
を
切
々
と

訴
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
二
〇
〇
五
年
に
広
島

で
開
催
さ
れ
た
被
爆
六
十
年
記
念
「
世
界
へ

送
る
平
和
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
は
、
小
澤
征

爾
さ
ん
、
吉
永
小
百
合
さ
ん
と
と
も
に
世
界

に
向
け
て
強
く
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
ま
し
た
。
そ

こ
で
朗
読
さ
れ
た
詩
が
こ
の
著
書
に
掲
載
さ

れ
て
い
ま
す
。
先
生
の
強
い
願
い
が
込
め
ら

れ
た
後
半
部
分
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

「
平
和
の
日
を
子
ど
も
た
ち
が
」

　
（
前
略
）

国
境
を
越
え
て
国
民
の
い
の
ち
を
互
い
に
愛

し
合
お
う
よ
　　

ゆ
る
し
を
も
つ
愛
こ
そ
が
世
界
の
隅
々
に
ま

で
平
和
を
も
た
ら
す
の
だ
。

　
（
中
略
）

戦
争
や
原
爆
を
経
験
し
た
老
人
た
ち
は
　　

家
族
や
友
人
同
士　
互
い
に
寄
り
添
い
助
け

合
っ
て
生
き
て
き
た
話
を
　　

子
ど
も
や
孫
に
伝
え
て
も
ら
お
う
　　

世
界
の
子
ど
も
た
ち
が
大
人
に
な
る
日
ま
で

に
は

平
和
の
世
界
が
必
ず
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
老

人
た
ち
は
強
く
念
じ
て
　　

そ
の
時
が
少
し
で
も
早
く
来
る
の
を
老
人
は

長
生
き
し
て
待
と
う
よ
　　

他
を
い
つ
も
配
慮
す
る
愛
の
寛
き
心
で
　　

真
の
平
和
を
世
界
の
隅
々
ま
で
広
げ
て
い
こ

う平
和
の
種
を
皆
で
空
高
く
広
げ
、
勇
気
を

も
っ
て
前
進
ま
た
前
進
だ
　　

―
蒼
穹
に
平
和
の
鳩
が
大
き
な
輪
を
描
く
日

を
切
に
待
ち
望
ん
で
―
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人
称
に
よ
る
死
の
違
い

　
御
愛
息
を
自
死
と
い
う
形
で
失
っ
た
そ
の
時

の
柳
田
先
生
は
、
見
る
か
ら
に
憔
悴
し
き
っ
た

ご
様
子
で
し
た
。
そ
れ
で
も
絞
り
出
す
よ
う
な

小
声
で
、「
人
称
に
よ
る
死
の
違
い
」
に
つ
い
て

一
時
間
以
上
に
わ
た
り
熱
く
語
ら
れ
ま
し
た
。

　
「
自
分
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
人
の
死
を
取
材

し
て
お
り
、『
死
が
分
か
っ
て
い
る
』
と
思
っ
て

い
た
。
だ
が
こ
れ
は
あ
く
ま
で
三
人
称
の
立
場

で
の
死
。
同
じ
死
で
も
二
人
称
で
あ
る
息
子
の

死
は
特
別
だ
。
人
称
の
差
に
よ
っ
て
死
が
こ
こ

ま
で
違
う
こ
と
を
改
め
て
経
験
し
た
」

　
先
生
の
深
い
悲
し
み
と
苦
し
み
を
前
に
私
に

は
返
す
言
葉
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、「
人

称
に
よ
る
死
の
違
い
」
と
い
う
表
現
に
ハ
ッ
と

さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
極
め
て
科
学
的
か
つ
文
学

的
な
表
現
。
作
家
・
柳
田
先
生
の
表
現
力
の
す

ば
ら
し
さ
に
感
服
し
ま
し
た
。
当
時
私
は
在
宅

医
療
の
現
場
で
人
の
死
に
関
わ
り
な
が
ら
、
患

者
さ
ん
の
死
を
「（
家
族
）
関
係
に
お
け
る
死
」

と
い
う
言
葉
で
理
解
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ

う
な
捉
え
方
の
背
景
に
は
学
生
時
代
傾
倒
し
た

M
・
ブ
ー
バ
ー
の
、『
我
と
汝
』の
人
間
理
解
が

あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
重
明
先
生
が
妻
・

静
子
さ
ん
の
老
い
を
通
し
て
自
ら
の
老
い
、
死

を
深
刻
に
捉
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
柳
田

「
日
野
原
先
生
の
精
神（
こ
こ
ろ
）を
継
ぐ
」８

妻
を
通
し
て
気
づ
い
た
自
身
の
死

在
宅
ホ
ス
ピ
ス
研
究
所
パ
リ
ア
ン 

代
表

　
　
　
　
　
　
　
森
の
診
療
所 

医
師　

川
越　

�

厚

　　
重
明
先
生
の
お
宅
を
私
が
訪
問
し
た
の
は

二
〇
一
七
年
三
月
三
日
。
気
に
な
っ
て
い
た
そ

の
後
の
先
生
の
ご
様
子
は
N
H
K
の
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
現
代
＋
（〝
死
〟
を
ど
う
生
き
た
か　

日
野
原
重
明
ラ
ス
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
、二
〇
一
七

年
八
月
一
日
放
映
）や
書
籍『
日
野
原
重
明
の

世
界
』（
中
央
法
規
出
版
二
〇
一
七
）
な
ど
に

よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。そ
れ
に
よ
る

と
、先
生
は
三
月
中
旬
に
嚥
下
性
の
肺
炎
を
起

こ
し
聖
路
加
国
際
病
院
へ
入
院
し
、生
死
の
境

を
彷
徨
わ
れ
ま
し
た
。そ
の
危
機
を
奇
跡
的
に

脱
し
た
先
生
は
退
院
し
て
ご
自
宅
に
戻
り
、御

次
男
の
妻
の
眞
紀
さ
ん
を
中
心
と
し
た
ご
家

族
の
手
厚
い
看
病
を
受
け
な
が
ら
療
養
を
続

け
、七
月
十
八
日
に
呼
吸
不
全
の
た
め
ご
自
宅

で
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

　
妻
の
老
い
を
通
し
て
実
感
し
た〝
先
生
自
身
の
死
〟

　
テ
レ
ビ
番
組
を
見
て
い
て
大
変
驚
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、聖
路
加
国
際
病
院

へ
入
院
さ
れ
た
奥
様
の
静
子
様
の
病
室
を
、重

明
先
生
が
訪
問
し
た
時
の
場
面
で
す
。苦
渋
に

満
ち
た
表
情
で
、先
生
は
カ
メ
ラ
に
向
か
っ
て

告
白
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
私
自
身
の
生
き
方
と
か
、命
を
考
え
る
。
こ

ん
な
に
シ
リ
ア
ス
に
訴
え
て
く
る
こ
と
は
今
ま

で
な
か
っ
た
」

　
こ
れ
に
対
し
て
眞
紀
さ
ん
が
、
正
直
な
思
い

を
語
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　
「
義
父
は『
未
知
の
部
分
で
自
分
が
体
験
し
て

い
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
は
や
っ
ぱ
り
不
安
と
怖

さ
が
あ
る
よ
ね
』
っ
て
い
う
よ
う
な
こ
と
を

言
っ
た
ん
で
す
よ
。
人
の
死
を
た
く
さ
ん
、
七

十
五
年
も
臨
床
医
を
や
っ
て
い
ら
し
て
そ
ん
な

思
い
、や
っ
ぱ
り
怖
い
っ
て
い
う
の
っ
て
あ
る
の

だ
な
と
」
と
。

　

私
も
同
じ
よ
う
な
感
想
を
持
っ
た
の
で
す

が
、
そ
れ
よ
り
も
「
妻
・
静
子
さ
ん
の
様
子
を

見
な
が
ら
、
先
生
が
〝
自
分
自
身
の
死
〟
に
つ

い
て
真
剣
に
考
え
た
」
こ
と
に
対
し
て
大
変
驚

き
ま
し
た
。「
重
明
先
生
ほ
ど
の
方
が
」と
思
い

つ
つ
、
今
か
ら
三
十
年
近
く
前
（
一
九
九
五
年

一
月
）、作
家
の
柳
田
邦
男
先
生
が
賛
育
会
病
院

の
院
長
室
へ
私
を
訪
ね
て
い
ら
し
た
時
の
こ
と

を
思
い
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
先
生
が
『
犠

牲
（
サ
ク
リ
フ
ァ
イ
ス
）�

わ
が
息
子
・
脳
死
の

11
日��‒

柳
田
邦
男
の
手
記
』（
文
藝
春
秋
、一
九

九
五
）
を
上
梓
さ
れ
る
直
前
の
話
で
す
。

　

先
生
の
つ
ら
い
体
験
と
共
通
す
る
も
の
を
感
じ

ま
し
た
。

　
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
に
お
け
る
患
者
と
家
族
の
捉
え
方

　
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
は
、
死
を
目
前
に
控
え
た
患

者
さ
ん
を
対
象
に
し
た
看
取
り
の
ケ
ア
で
す
。

い
く
つ
か
重
要
な
哲
学
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

一
つ
が「
患
者
と
家
族
で
一
人
の
病
人
」と
い
う

考
え
方
で
す
。
看
取
る
家
族
は
も
ち
ろ
ん
亡
く

な
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
死
に
逝

く
人
と
同
じ
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
つ
ら
さ

を
経
験
し
ま
す
。
愛
す
る
者
の
死
を
予
期
し
て

苦
し
み
嘆
き
、死
に
際
し
て
慟
哭
し
、亡
く
な
っ

た
後
も
悲
嘆
に
く
れ
る
の
で
す
。
そ
の
一
連
の

過
程
で
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
化
さ
れ
た
必
要
な
家
族

ケ
ア
、
い
わ
ゆ
る
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
を
行
う
。
こ

れ
は
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
の
大
原
則
で
す
。
御
愛
息

を
失
っ
た
柳
田
先
生
に
は
遺
族
ケ
ア
を
、
入
院

し
て
治
療
中
の
静
子
さ
ん
の
夫
で
あ
る
重
明
先

生
に
は
家
族
ケ
ア
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

番
組
を
見
な
が
ら
、
確
か
に
最
初
は
〝
あ

れ
っ
？
〟と
戸
惑
い
を
覚
え
ま
し
た
。
し
か
し
、

家
族
も
患
者
と
同
体
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
重

明
先
生
が
妻
・
静
子
さ
ん
の
老
い
、
そ
の
先
に

あ
る
死
を
具
体
的
に
見
つ
め
る
中
で
、
自
分
自

身
の
死
を
見
つ
め
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ
と

は
、
あ
る
意
味
で
当
然
の
こ
と
と
理
解
で
き
ま

し
た
。

　
静
子
さ
ん
は
重
明
先
生
に
と
っ
て
大
切
な
伴

侶
。
そ
の
死
は
深
い
悲
し
み
と
共
に
、
先
生
自

ら
の
死
を
考
え
る
大
き
な
機
会
を
提
供
し
ま

し
た
。

柳田邦男先生
（2002/12/7在宅
ホスピス協会第7回
公開講演会にて）
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た
。
な
ん
と
な
く
「
老
人
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と

に
違
和
感
が
あ
っ
た
こ
ろ
、
保
健
師
の
雑
誌
で

「
新
老
人
の
会
」
発
足
・
参
加
者
募
集
の
記
事

を
見
つ
け
「
新
」
の
名
称
に
「
新
し
い
な
・
面

白
そ
う
だ
な
」
と
思
い
ま
し
た
。
何
回
か
の
講

演
会
と
そ
の
後
の
懇
談
会
に
参
加
し
た
と
こ

ろ
、
会
員
の
中
に
若
い
人
も
散
見
し
、
新
し
い

息
吹
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　
あ
の
忌
ま
わ
し
い
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
事
件
、
地

下
鉄
サ
リ
ン
事
件
を
過
去
の
話
に
せ
ず
、
人
命

を
大
切
に
さ
れ
た
日
野
原
先
生
の
生
き
方
を
忘

れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ

禍
で
、
直
接
会
っ
て
話
が
で
き
な
い
の
が
残
念

で
す
。

＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊

�

中
溝�

一
仁
（
四
十
八
歳　
静
岡
県
）

　
「
日
野
原
先
生
、
今
日
も
ポ
ケ
ッ
ト
チ
ー
フ

が
素
敵
で
す
ね
」。
二
〇
一
五
年
の
「
新
老
人

の
会
」富
士
山
支
部
主
催
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
際
、

静
岡
駅
で
日
野
原
先
生
の
車
い
す
を
押
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
先
生
と
何
度
も
お
話
さ
せ
て
い
た

だ
く
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
現
在
、
私
は
関
東
の
大
学
で
専
任
教
員
を
、

ま
た
静
岡
で
は
会
社
の
代
表
と
し
て
活
動
し
て

お
り
ま
す
。
日
野
原
先
生
か
ら
本
当
に
多
く
の

こ
と
を
学
び
、
語
り
始
め
た
ら
き
り
が
あ
り
ま

せ
ん
。
新
型
コ
ロ
ナ
は
私
た
ち
に
多
く
の
困
難

を
与
え
て
い
ま
す
が
、
教
育
の
場
で
も
、
ビ
ジ

ネ
ス
で
も
、
先
生
の
教
え
を
大
切
に
し
、
僭
越

な
が
ら
少
し
で
も
社
会
に
貢
献
で
き
れ
ば
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊

�
長
谷�

行
雄
（
八
十
五
歳　
東
京
都
）

　

私
が
、
日
野
原
先
生
に
初
め
て
、
そ
し
て

最
後
に
お
目
に
か
か
っ
た
の
は
、
亡
く
な
ら
れ

る
前
の
年
の
東
京
で
の
講
演
会
で
し
た
。
そ
の

時
の
感
動
を
直
後
の
短
歌
誌
に
詠
い
ま
し
た
。

〇　

�

人
生
を
生
き
て
ゆ
く
に
は
夢
あ
れ
と

　
　
一
〇
五
歳
の
老
医
師
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
重
し

〇　

�

愛
と
平
和
を
語
り
つ
づ
け
る
演
壇
の

　
　
老
医
師
の
声
に
張
り
あ
り

　

ま
た
、
先
生
が
小
学
校
ま
で
出
向
か
れ
、

子
供
た
ち
に
「
い
の
ち
」
の
お
話
を
さ
れ
「
い

の
ち
と
は
君
た
ち
の
〝
時
間
〟
で
す
」
と
語
ら

れ
て
い
た
の
が
私
の
心
に
響
き
強
く
共
鳴
し

ま
し
た
。

　
人
生
に
「
夢
」
と
「
愛
と
平
和
」
の
道
を
。

世
界
の
厳
し
い
現
実
に
立
ち
向
か
っ
て
、
一
人

ひ
と
り
の
「
時
間
」
と
そ
の
尊
厳
が
大
切
に
さ

れ
る
人
類
の
未
来
、
そ
の
夢
を
糧
に
私
の
八

十
五
歳
の
余
生
を
生
き
た
い
で
す
。

＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊

�

萩
原�

明
子
（
七
十
九
歳　
東
京
都
）

　
会
の
設
立
の
旨
新
聞
記
事
を
見
て
、
当
時
八

十
五
歳
（
現
一
〇
六
歳
）
の
母
は
、
私
に
「
こ

の
会
へ
の
入
会
手
続
き
を
し
て
頂
戴
」
と
云
い

ま
し
た
。
そ
の
翌
年
、「
新
老
人
の
会
」
一
周

年
の
記
念
講
演
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
節

に
は
母
は
出
席
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
一

周
年
記
念
事
業
で
出
版
さ
れ
た
本
『
語
り
残
す

戦
争
体
験
―
私
た
ち
の
遺
書
』
が
送
ら
れ
て
き

ま
し
た
。
そ
の
後
も
出
版
さ
れ
る
と
購
入
す
る

の
が
私
の
役
目
で
し
た
。

　
私
に
は
四
人
の
孫
が
い
ま
す
。
十
歳
の
お
誕

生
祝
い
に
は
各
々
に
先
生
の
御
著
『
十
歳
の
き

み
へ
―
九
十
五
歳
の
わ
た
し
か
ら
』
を
贈
り
ま

し
た
。
私
は
高
校
の
三
年
間
を
長
崎
で
過
ご
し

た
の
で
す
が
、
同
窓
生
が
長
崎
原
爆
資
料
館
で

語
り
部
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
い
ま
す
。
日

野
原
先
生
の
精
神
が
若
い
世
代
に
引
き
継
が
れ

て
い
く
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊

�
高
野�

泰
三
郎
（
七
十
七
歳　
東
京
都
）

　
家
内
が
「
新
老
人
の
会
」
に
入
り
、
総
会
に

強
制
連
行
さ
れ
た
の
が
始
ま
り
で
、
そ
こ
で
は

お
元
気
な
日
野
原
先
生
が
ス
テ
ッ
キ
投
げ
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
な
さ
り
盛
り
上
が
っ
て
い
ま

し
た
。

　
総
会
後
の
二
次
会
の
写
真
を
今
改
め
て
見
て

い
る
と
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
お
目
に
か
か
っ
て
い

る
方
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
の

オ
ン
ラ
イ
ン
会
合
の
お
誘
い
を
受
け
た
と
き

は
、
こ
ち
ら
の
偉
い
方
々
と
馴
染
め
る
か
心
配

で
し
た
が
、
深
い
教
養
に
裏
付
け
さ
れ
た
卓
越

し
た
人
ば
か
り
な
の
に
、
と
て
も
気
さ
く
で
毎

回
楽
し
く
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊
＊
*
＊
＊

�

高
野�

敦
子
（
七
十
四
歳　
東
京
都
）

　
入
会
し
た
の
は
保
健
師
と
し
て
在
職
中
で
し

コ
ロ
ナ
禍
を
生
き
る

特集

　
　
　
選
評
と
解
説�

飛
鳥　
蘭

快
音
の
ひ
ろ
が
る
み
空
羽
子
日
和	

弘
幸

※
季
語
は
「
羽
子
」。
昭
和
以
前
生
ま
れ
に
は
懐

か
し
い
羽
子
突
き
遊
び
が
、
双
六
や
福
笑
と
共

に
新
年
の
季
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。
無
患
子
の
実

を
打
つ
硬
い
音
が
カ
チ
ン
カ
チ
ン
と
青
空
に
響
い

て
正
に
羽
子
突
き
日
和
。「
み
空
」
に
正
月
の
目

出
度
さ
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。

枯
葉
踏
む
今
日
の
ノ
ル
マ
の
二
百
段	

要
子

※
大
き
さ
も
形
も
違
う
枯
葉
。
カ
サ
コ
ソ
と
踏

ん
で
歩
く
の
も
冬
な
ら
で
は
。
日
々
何
か
目
標

を
立
て
て
、
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
し
て
い
る
作
者
で

し
ょ
う
。
実
直
な
人
柄
を
感
じ
ま
す
。

空
つ
ぽ
の
母
の
鏡
台
冬
薔
薇	

夢
里

※
冒
頭
の
「
空
つ
ぽ
」
に
様
々
な
事
が
想
像
さ

れ
ま
す
。
今
は
使
わ
れ
て
い
な
い
鏡
台
、
空
っ
ぽ

で
も
思
い
出
は
い
っ
ぱ
い
。
母
が
し
て
い
た
よ
う

に
、
薔
薇
一
輪
を
飾
ろ
う
。「
冬
薔
薇
」
に
母
上

へ
の
深
い
思
い
が
伝
わ
り
ま
す
。

プ
ラ
ン
タ
ー
の
葉
物
乾
ら
び
る
余
寒
か
な	

寛
子

春
宵
の
べ
た
凪
の
湖
帆
走
す	

コッコ

黄
砂
降
る
遺
跡
の
真
珠
誰
が
耳
に	

緑

到
来
の
羊
羹
母
と
春
の
昼	

明
子

春
潮
へ
散
骨
と
い
ふ
別
れ
か
な	

夢
子

　
俳
句
は
短
い
の
で
、い
ろ
い
ろ
と
説
明
し
た
り
、

心
情
を
述
べ
た
り
す
る
事
が
難
し
い
詩
で
す
。

そ
の
舌
足
ら
ず
を
補
う
の
は
読
む
人
の
想
像
力

で
す
。
作
品
は
多
く
の
人
の
目
を
通
し
て
、
完

成
す
る
、
訳
で
す
。
こ
の
稿
で
最
初
の
三
句
を

私
な
り
に
読
ん
で
み
ま
し
た
。
こ
れ
は
読
み
の
ひ

と
つ
で
あ
っ
て
、
正
解
は
な
い
の
で
す
。
三
人
の

読
み
手
が
い
れ
ば
三
様
の
読
み
方
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
詠
む
、
と
読
む
は
俳
句
の
両
輪

で
あ
り
、
殆
ど
の
俳
人
は
詠
み
、
読
む
、
の
で
。

句
会
で
は
、
自
作
の
披
露
と
、
仲
間
の
作
品
の

吟
味
と
い
う
二
つ
の
楽
し
み
が
あ
る
の
で
す
。

会
報
誌
上
句
会
『
ト
キ
メ
キ
句
会
』
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「新老人の会」東京

会員募集中！
年�会�費

　加藤登紀子さんから原稿をいただきました数日後に、ロシアによるウクライナ軍事侵
攻。加藤さんは、日比谷公園の「3・11未来へのつどい」コンサートで「この時代に武
器を手にすることは、本当に恐ろしいこと、考えられないこと。国と国とが激突してい
る時代ではない、人間が生き延びられるかどうかについて、同じテーブルで対話を始め
なければならない時代です。これから日本を守るのは平和の力しかないと思います」と
強く訴えられました。【加藤登紀子公式ホームページ（https://www.tokiko.com）】から 
　同封のチラシにあります、７月９日（土）のオンライン講演会「あなたの１日が世界
を変える」に、ぜひ、ご参加ください。

編 集 後 記

2022年　会員数311人（256件）
2021年　会員数310人（256件）

☆ご質問、ご意見がございましたら、Eメールアドレス
（t.shinrojin@gmail.com）、ハガキなどでご連絡ください。

　2021年度はコロナ禍により活動ができなかったため、
会報の年４回発行と基本運営のみの支出であった。会員
数減少に伴い年会費収入は減少しているが、賛助会員
（10,000円）27件、会員の寄付があり、収入は昨年度よ
り約24万円増加している。

1.収支� （単位：円）
収入
前年度繰越金 5,766,869
年会費 会員229名　賛助会員27件 1,415,000
寄付金 東郷和子様 5,000

原田さち子様 20,000
本田愛子様 45,000

利子 6
合　計 7,251,875

支出
会報印刷（年 4 回発行） 359,590
会報送料 165,220
印刷費（会報以外） 37,950
謝金（原稿、ＨＰ管理） 50,000
謝礼（さわかみ、ＬＰＣ） 35,990
寄付（iPS 細胞研究財団） 120,000
通信費（郵送料、電話料金など） 86,789
消耗品費 10,735
物品購入費 10,000
郵便局払出料金（年会費入金） 52,738
雑費 3,360
払込手数料 2,740

当期支出合計 935,112
次年度繰越金 6,316,763

2．貸借対照表（2021年12月31日現在）
科目 科目
資産の部 負債の部
 普通口座 110,612  未払金 0
 当座口座 3,206,151
 定期預金 3,000,000  次年度繰越金 6,316,763
合　計 6,316,763 合　計 6,316,763

なお、定期預金の3,000,000円は日野原家からのご寄付です。

2022年2月11日関係書類を監査したところ、会計報
告は適正であることを認める。
 監事　　関谷　真一

日野原重明記念「新老人の会」東京
2021年度会計報告

（2021年1月1日～2021年12月31日）

『語りつごう  あの日  あの頃』朗読会
に参加して

端　千枝（東京）　
　昨年11月28日、コロナ禍により直前まで無観客での予
定でしたが、ワクチン２回接種を条件に50名を超える皆
様の前で朗読会を開催することができました。
　私は、広島で被爆され３人のお子さんを育てられた母の
証言を、被爆当時５歳だった娘・大竹幾久子さんが聞き書
きされた文章を朗読しました。原爆投下後46年を経て70
代になられた母と娘が記録された文章です。朗読の経験の
ない私は、あまりにむごい描写に、淡々と語ろうと思いま
したが、朗読指導の児玉朗先生は「もっと感情を出して！
情景を思い浮かべて！」と厳しい。聞き手がどれだけ語ら
れた情景を思い浮かべることができるかが大切であると学
びました。
　地元・広島に居た頃は８月６日８時15分には、どんな
状況にあろうと黙祷し平和の有難さを心に刻んだものでし
た。広島を離れ半世紀近く、その習慣もいつしか忘れ、子
や孫たちに原爆や戦争の過酷さ悲惨さを伝えないまま過ご
してきましたが、朗読会に参加し、惨禍を繰り返してはな
らないとの思いを新たにしました。
　そして、小泉靖子さんの３冊目の本を若
い世代に手渡し思いを伝えることができま
した。広島での被爆体験者で昨年７月に亡
くなった作家・那須正幹氏は、この本の「は
じめに」へ「『戦後』を『戦前』にしない
ために、この本を読んで多くのことを学ん
でほしい」と寄稿されています。
　「新老人の会」大阪代表・三木哲郎先生、岡山代表・武
用愛彦さんからも、この本を会員と共有し活用していきた
いとのお便りが寄せられました。
　2015年に出版された２冊目の「巻頭言」では日野原先
生も「私たちが生の体験として戦争を語り継ぐにはもう時
間がありません。本書が多くの方々の手に渡り、あわせて
小泉さんの朗読会と出会われることを私は強く期待しま
す。」とエールを送られています。非戦平和のためにでき
ることを確実に継続していきたいと思います。


