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長
年
、
看
護
師
と
し
て
活
躍
さ
れ
退
職
。
昔
か
ら
大
好
き
だ
っ
た
〝
書
く
こ
と
〞
。
綴
ら
れ
た

文
章
は
、
残
し
て
お
き
た
い
日
々
の
小
さ
な
暮
ら
し
、
家
族
、
人
生
で
関
わ
っ
て
き
た
大
切
な

人
た
ち
、
そ
ん
な
か
け
が
え
の
な
い
日
々
だ
っ
た
。

　
エ
ッ
セ
イ
集
『
か
け
が
え
の
な

い
日
々
』
を
自
費
出
版
し
た
。
七

月
末
に
恩
人
、
友
人
、
知
人
な
ど

に
贈
呈
し
、
高
揚
し
た
気
持
ち
が

や
っ
と
少
し
落
ち
着
き
を
取
り
戻

し
て
い
る
。

　
自
分
の
本
を
作
る
な
ん
て
夢
の

よ
う
な
話
だ
っ
た
。
考
え
る
だ
け

で
厚
か
ま
し
い
。
で
も
パ
ソ
コ
ン

に
保
存
し
て
い
る
エ
ッ
セ
イ
や
、

新
聞
投
稿
の
切
り
抜
き
が
た
ま
っ

て
い
く
ば
か
り
。
何
と
か
し
た
い
。

目
次
を
作
り
、
製
本
し
て
背
表
紙

を
つ
け
て
み
よ
う
か
。
で
も
ま
だ

慌
て
る
こ
と
も
な
い
、
な
ん
て

思
っ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
あ
る
日
突
然
見
た
夢

は
鮮
烈
だ
っ
た
。
自
分
が
死
ぬ
と

き
を
実
感
し
た
生
々
し
い
夢
は
初

め
て
。
悲
し
み
で
胸
が
張
り
裂
け

そ
う
な
と
き
に
目
覚
め
、
い
ま
だ

に
ド
キ
ド
キ
感
が
蘇
る
。
明
日
の

自
分
は
保
証
さ
れ
て
い
な
い
、
し

た
い
こ
と
は
後
悔
し
な
い
う
ち
に

と
思
っ
た
。
七
十
歳
ぐ
ら
い
ま
で

書
き
た
め
て
か
ら
な
ど
と
考
え
て

い
た
が
、
そ
の
日
が
訪
れ
る
と
は

限
ら
な
い
で
は
な
い
か
。

　
心
が
動
き
出
し
、
ネ
ッ
ト
検
索

で
た
ど
り
つ
い
た
の
が
「
自
費
出

版
サ
ロ
ン
ゆ
る
り
」
だ
っ
た
。
初

め
て
の
相
談
の
日
。
知
り
た
い
こ

と
や
疑
問
は
す
べ
て
払
拭
さ
れ
た
。

と
り
あ
え
ず
相
談
だ
け
の
つ
も
り

が
、
自
費
出
版
の
イ
メ
ー
ジ
が
明

確
に
な
り
、
実
現
へ
踏
み
出
す
こ

と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
、
五
冊
ほ
ど
借
り
た
自

費
出
版
本
を
見
て
ま
た
不
安
に

な
っ
た
。
私
の
エ
ッ
セ
イ
の
質
と

量
で
、
果
た
し
て
厚
か
ま
し
く
世

間
に
出
し
て
い
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

ゆ
る
り
ス
タ
ッ
フ
か
ら
は
、

「
十
分
な
量
で
す
よ
。
ペ
ー
ジ
数

も
十
分
で
す
。
も
う
少
し
書
き
続

け
ら
れ
て
も
い
い
し
、
今
の
時
点

で
の
最
善
を
尽
く
し
た
本
を
出
し
、

次
は
そ
れ
を
超
え
る
も
の
を
目
指

す
の
も
い
い
で
す
ね
」

そ
う
だ
。
エ
ッ
セ
イ
教
室
の
先
生

や
新
聞
社
の
人
以
外
に
見
て
も

ら
っ
た
こ
と
は
な
い
。
多
く
の
人

に
読
ん
で
も
ら
え
れ
ば
、
ま
た
新

た
な
視
点
を
得
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
今
の
時
点
の
最
善
を
尽
く

し
て
み
よ
う
と
決
心
で
き
た
。

　
借
り
た
本
に
は
、
手
紙
や
写
真

も
載
っ
て
い
る
。
私
に
も
生
涯
大

出
版
の
き
っ
か
け

最
善
を
尽
く
し
た
一
冊
を

いただいた  たくさんのお手紙

愛犬ヒナと一緒に

子どもが小さかった頃の家族写真

エッセイ

想いを本にする
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切
に
し
て
い
る
手
紙
が
あ
る
。
二

十
数
年
前
、
若
く
て
生
意
気
な
く

せ
に
自
尊
感
情
の
低
か
っ
た
私
を

変
容
さ
せ
て
く
れ
た
、
上
司
か
ら

の
手
紙
だ
。
こ
れ
を
読
ん
で
も
ら

え
れ
ば
、
私
の
よ
う
に
自
己
静
観

で
き
る
人
が
現
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
日
の
目
を
見
な
か
っ
た
手
紙

た
ち
が
、
生
き
生
き
と
語
り
出
し

た
気
が
し
た
。

　
目
次
を
作
り
、
エ
ッ
セ
イ
一
覧

の
フ
ァ
イ
ル
を
ゆ
る
り
に
送
る
。

五
月
中
旬
に
は
も
う
初
校
が
届
い

た
。
胸
躍
る
校
正
の
作
業
。
エ
ッ

セ
イ
を
推
敲
し
て
い
く
気
持
ち
に

少
し
似
て
い
る
。
本
と
し
て
の
体

裁
が
整
い
は
じ
め
た
初
校
を
、
イ

ラ
ス
ト
、
写
真
の
大
き
さ
、
配
置
、

字
の
バ
ラ
ン
ス
な
ど
を
楽
し
み
な

が
ら
見
て
い
く
。
各
エ
ッ
セ
イ
に

ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
特
に

伝
え
た
い
重
要
な
も
の
だ
。
そ
れ

だ
け
に
本
文
よ
り
控
え
め
な
が
ら

も
、
読
者
に
自
然
に
読
ん
で
も
ら

え
る
構
成
で
あ
り
た
い
。

　
本
の
タ
イ
ト
ル
は
『
か
け
が
え

の
な
い
日
々
』
と
決
め
て
い
た
。

娘
は「
ち
ょ
っ
と
平
凡
」と
言
う
が
、

こ
れ
以
外
に
私
の
気
持
ち
に
ぴ
っ

た
り
と
く
る
言
葉
は
見
当
た
ら
な

か
っ
た
。

　
ス
タ
ッ
フ
の
人
が
初
め
て
わ
が

家
に
来
た
日
は
、
庭
の
芝
桜
が
満

開
だ
っ
た
。
色
と
り
ど
り
に
咲
き

誇
る
花
た
ち
を
見
て
、
表
紙
に
ど

う
か
と
提
案
さ
れ
た
。
夫
が
丹
精

こ
め
て
育
て
た
花
。
表
紙
を
飾
れ

ば
喜
ぶ
だ
ろ
う
。
た
ま
た
ま
写
り

込
ん
で
い
た
愛
犬
ヒ
ナ
の
画
像
は
、

生
き
物
が
い
る
と
い
う
だ
け
で
か

け
が
え
の
な
い
日
々
感
が
増
し
、

ヒ
ナ
が
花
を
愛
お
し
ん
で
い
る
か

の
よ
う
に
も
見
え
た
。

　
出
版
後
の
反
響
だ
が
、
こ
ん
な

に
沢
山
の
手
紙
や
は
が
き
や
メ
ー

ル
や
電
話
を
短
い

期
間
に
い
た
だ
く

こ
と
は
、
後
に
も

先
に
も
な
い
だ
ろ

う
。
こ
れ
だ
け
で

本
が
一
冊
で
き
そ

う
な
く
ら
い
、
そ

れ
ぞ
れ
の
言
葉
で

思
い
が
伝
わ
っ
て

く
る
。
人
へ
の
褒
め
言
葉
な
ど
聞

い
た
こ
と
の
な
い
口
の
悪
い
知
人

が
、

「
一
気
読
み
し
た
。よ
ー
書
け
と
っ

た
。
お
宅
の
旦
那
さ
ん
は
、
こ
の

通
り
の
人
間
」
と
言
っ
て
く
れ
た

の
に
は
驚
き
。

　
あ
る
友
人
は
読
み
終
え
て
闘
病

中
の
母
親
に
見
せ
た
ら
、
三
分
の

一
ぐ
ら
い
読
ん
だ
と
こ
ろ
で
、

「
こ
ん
な
に
感
動
で
き
る
力
が

残
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
私
は
ま

だ
ま
だ
大
丈
夫
ね
」
と
言
い
、
大

事
に
枕
元
に
置
い
て
あ
る
と
の
こ

と
。
私
の
想
像
を
は
る
か
に
超
え

た
言
葉
。
た
だ
た
だ
あ
り
が
た

か
っ
た
。

　
本
を
世
間
に
出
す
と
き
、

「
そ
ん
な
も
ん
貰
っ
て
も
、
み
ん

な
困
る
だ
け
だ
」

と
、
夫
が
毎
日
言
う
の
で
、
私
は

気
持
ち
が
萎
縮
し
、
反
響
へ
の
期

待
値
は
下
が
り
っ
ぱ
な
し
だ
っ
た
。

で
も
私
が
図
に
乗
ら
な
い
よ
う
押

さ
え
て
い
て
く
れ
た
の
だ
と
悟
っ

た
出
来
事
が
あ
る
。
我
が
家
に
本

が
届
い
た
日
、
出
版
記
念
日
の
つ

も
り
で
寿
司
を
注
文
し
た
。
そ
れ

が
届
い
た
と
き
、
夫
は
玄
関
に
積

ま
れ
た
段
ボ
ー
ル
箱
を
バ
リ
バ
リ

破
き
、
寿
司
屋
の
奥
さ
ん
に
「
読

ま
ん
で
す
か
？
」
と
本
を
差
し
出

し
た
。
あ
ら
、
内
心
で
は
応
援
し

て
く
れ
て
い
た
ん
だ
と
嬉
し
か
っ

た
。
く
し
く
も
贈
呈
第
一
号
は
寿

司
屋
の
奥
さ
ん
に
な
り
、
思
い
出

す
度
に
吹
き
出
し
そ
う
な
、
顔
が

ほ
こ
ろ
ぶ
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
。

　
で
も
夫
は
い
ま
だ
に
読
者
の
感

想
を
、「
八
割
方
お
世
辞
だ
」
と

言
っ
て
譲
ら
な
い
。

　「
二
割
で
十
分
、読
ん
で
も
ら
っ

た
だ
け
で
幸
せ
」
と
、
私
は
返
す
。

す
で
に
二
冊
目
の
タ
イ
ト
ル
や
挨

拶
文
が
浮
か
ん
で
く
る
私
。
ま
だ

一
つ
も
書
け
て
い
な
い
の
に
と
、

我
な
が
ら
あ
き
れ
て
い
る
。

※
現
在
、
二
冊
目
を
出
版
準
備
中
で
す
。

田
添
さ
ん
の
執
筆
熱
が
一
気
に
開
花

し
た
よ
う
で
す
。

田添　京子 さん
TAZOE KYOKO

●
●
判型：A5判
頁数：128頁

ほんのカバーは主人が精魂込めて育てた
我が家の芝桜と愛犬ヒナの写真を息子が撮影

●
●
製本：並製本
定価：非売品

「エッセイ」
かけがえのない日々

本
づ
く
り
ス
タ
ー
ト

出
版
の
反
響

たくさんの感想をもらって幸せです

表紙裏に娘がご当地アイドル「ミルクセーキ」の
衣装デザインした生地の模様を使用

堀田さんより本のお祝いにといただいた書
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の
月
命
日
で
実
家
を
訪
ね
た
ら
、

「
父
が
使
っ
て
い
た
時
計
が
見
つ

か
っ
た
が
、
叔
父
さ
ん
が
も
ら
っ
て
く
れ

ま
せ
ん
か
」
と
、
姪
が
古
ぼ
け
た
懐
中
時

計
を
だ
し
て
き
た
。
懐
中
時
計
の
文
字
盤

に
は
算
用
数
字
で
時
刻
が
書
い
て
あ
り
、

長
針
と
短
針
が
中
央
に
つ
い
て
い
る
。
そ

の
支
点
の
下
方
に
は
小
さ
な
円
を
描
く
秒

針
が
取
り
つ
け
て
あ
っ
て
、
中
央
の
上
部

に
は
ウ
オ
ル
サ
ム
と
ロ
ー
マ
字
が
読
み
と

れ
る
。
そ
う
し
て
文
字
盤
を
覆
う
ガ
ラ
ス

に
は
、
内
側
か
ら
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
さ
れ
て

い
る
が
、
秒
針
の
所
が
不
恰
好
に
剥
げ
て

い
る
。
そ
れ
か
ら
懐
中
時
計
に
は
メ
ダ
ル

の
付
い
た
銀
の
鎖
が
は
め
て
あ
る
。
そ
の

小
さ
な
メ
ダ
ル
の
表
に
は
雪
の
結
晶
に
源

氏
螢
が
一
匹
の
っ
て
い
る
絵
柄
で
、
裏
に

は
旧
制
大
村
中
学
校
の
校
章
に
二
本
の
白

線
が
あ
し
ら
っ
て
あ
る
。
た
ぶ
ん
学
生
帽

を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

う
し
て
卒
業
記
念
の
文
字
が
か
す
か
に

残
っ
て
い
る
。

　
懐
中
時
計
は
こ
ん
な

に
装
備
す
る
の
だ
と
講

釈
し
な
が
ら
、
自
慢
気

に
は
め
て
見
せ
た
。
私
は
、

兄
が
還
暦
祝
に
く
れ
た

チ
ョ
ッ
キ
を
た
ま
た
ま
着
て
い
た
。

そ
れ
は
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
で
生
地
は

あ
ず
き
色
で
あ
る
。

　「
そ
い
ば
着
て
お
参
り
し
た
け
ん
、

そ
の
功
徳
ば
い
」

と
姉
は
言
い
、
姪
は
、

　「
叔
父
さ
ん
が
喜
ん
で
く
れ
て
よ

か
っ
た
あ
」

と
涙
ぐ
ん
だ
。

　
こ
の
懐
中
時
計
は
私
た
ち
の
父
が

愛
用
し
て
い
た
物
で
兄
が
小
学
校
に

勤
務
し
た
こ
ろ
、
父
の
形
見
に
と
母

が
渡
し
た
物
で
あ
る
。
兄
は
た
い
へ

ん
喜
ん
で
さ
っ
そ
く
メ
ダ
ル
を
と
り

つ
け
ズ
ボ
ン
の
お
と
し
に
入
れ
得
意

気
で
あ
っ
た
そ
う
だ
。

　
父
は
夭
折
し
た
。
私
が
五
歳
の
時

で
あ
っ
た
。

　
父
に
つ
い
て
の
記
憶
は
、
母
や
祖
母
、

ま
た
兄
や
姉
の
会
話
か
ら
形
成
さ
れ

た
事
ば
か
り
だ
が
、
一
つ
だ
け
鮮
明

に
覚
え
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。

　
そ
の
時
父
は
二
階
に
い
た
。
私
は

父
の
所
へ
行
こ
う
と
階
段
を
上
が
っ

て
い
て
、
手
に
持
っ
て
い
た
物
を
壊

し
大
目
玉
を
食
っ
た
。
打
た
れ
は
し

な
か
っ
た
が
、
大
変
な
見
幕
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
父
に
褒
め
ら
れ
よ
う
と
し
た

矢
先
の
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　
時
が
経
ち
、「
お
父
さ
ん
が
そ
ん
な

に
叱
っ
た
の
な
ら
熱
計
り
ば
割
っ

た
っ
じ
ゃ
な
か
っ
た
ろ
う
か
い
」
と
、

母
が
言
う
の
で
、
そ
の
つ
も
り
に
な
っ

て
時
は
過
ぎ
て
い
っ
た
。

　
あ
の
時
、
大
目
玉
を
食
っ
た
の
は

こ
の
懐
中
時
計
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

か
、
と
っ
さ
に
思
っ
た
。

　
急
な
階
段
を
三
歳
か
四
歳
の
私
が

上
る
。
薄
暗
い
階
段
を
、
右
手
に
懐

中
時
計
を
持
ち
、
左
手
で
階
段
を
押

さ
え
な
が
ら
、
上
ば
か
り
を
見
て
一

段
ず
つ
上
っ
て
い
く
。
な
に
か
の
は

ず
み
に
垂
れ
下
が
っ
た
鎖
を
踏
み
つ

け
、
そ
の
拍
子
に
し
っ
か
り
と
握
っ

て
い
た
懐
中
時
計
を
落
と
し
て
し

ま
っ
た
の
だ
。

　
そ
の
時
の
情
景
が
あ
り
あ
り
と
想

像
で
き
た
。

　
分
解
修
理
に
出
し
て
い
た
懐
中
時

計
が
十
日
ぶ
り
に
出
来
上
が
っ
て
き

た
。
秒
針
も
確
か
に
動
い
て
お
り
、

少
々
難
聴
に
な
っ
た
耳
に
あ
て
が
え

ば
、
時
を
刻
む
確
か
な
音
が
し
た
。

と
こ
ろ
が
喜
ん
だ
の
も
つ
か
の
間
、

翌
日
の
昼
ご
ろ
に
は
止
ま
っ
て
し

ま
っ
た
。
多
額
の
修
理
代
を
払
い
一

日
で
止
ま
る
と
は
何
事
か
と
、
時
計

屋
へ
車
を
は
し
ら
せ
た
。
陳
列
台
越

し
に
受
け
取
っ
た
店
主
は
、
わ
ざ
わ

ざ
私
の
方
に
回
っ
て
来
た
。

　「
先
生
、
こ
う
し
て
ネ
ジ
を
巻
い
て

も
ら
わ
ね
ば
、
時
計
屋
も
、
ど
う
に

も
で
き
ま
せ
ん
」
と
に
や
に
や
し
な

が
ら
ネ
ジ
を
巻
き
終
え
て
渡
し
た
。

私
は
唖
然
と
し
た
。

　
自
動
巻
き
の
時
計
に
慣
れ
き
っ
て

い
た
自
分
が
恥
ず
か
し
く
て
ほ
う
ほ

う
の
体
で
店
を
出
た
。

　
仲
間
に
顛
末
を
一
部
始
終
話
し
た

ら
、
終
戦
時
に
満
州
へ
進
駐
し
た
ロ

シ
ヤ
兵
そ
っ
く
り
だ
と
大
笑
い
さ
れ

た
。

　
私
は
毎
朝
「
お
早
よ
う
」
と
言
い

な
が
ら
懐
中
時
計
の
ネ
ジ
を
巻
く
。

父
か
ら
兄
へ
、
そ
う
し
て
私
が
引
き

継
い
だ
形
見
の
時
計
が
今
も
時
を
刻

ん
で
い
る
。
長
い
間
タ
ン
ス
の
小
引

き
出
し
に
眠
っ
て
は
い
た
が
、
ま
さ

に
二
十
世
紀
の
す
べ
て
を
刻
ん
で
き

た
こ
の
懐
中
時
計
が
い
と
お
し
く
て

な
ら
な
い
。

偲
晋
会
報
12
号
（
平
成
十
二
年
十
二
月
）

竹下純義 著
●
判型：A5判
頁数：220頁

●
●
製本：上製本
定価：非売品

懐
中
時
計

折りふしの記
兄

■
竹
下

純
義

　
昭
和
5
年
、
南
串
山
村
で
誕
生
。
県
立

長
崎
中
学
校
（
途
中
学
徒
動
員
・
被
爆
）、

長
崎
師
範
学
校
卒
業
。
昭
和
25
年
南
串
中

学
校
教
諭
を
始
ま
り
に
40
年
間
教
職
に
奉

じ
ら
れ
る
。

　
口
ノ
津
中
学
校
勤
務
の
教
職
員
仲
間
で
、

学
習
と
親
睦
を
目
的
と
し
た「
偲
晋
会（
し

し
ん
か
い
）」
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
度
、

こ
の
会
の
会
報
誌「
生
き
て
い
る
あ
か
し
」

に
投
稿
し
た
文
章
を
中
心
に
35
編
の
作
品

を
「
折
り
ふ
し
の
記
」
と
し
て
、
年
毎
に

ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。

　「
懐
中
時
計
」
は
こ
の
中
の
一
編

思い出の懐中時計

Yururi 31｜4
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脊
髄
小
脳
変
性
症（SC

D

）は
、運

動
失
調
な
ど
を
主
な
症
状
と
す
る
、

進
行
性
の
難
病
で
す
。

　
小
脳
が
障
害
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、

ふ
ら
つ
き
や
歩
行
困
難
、構
音
障
害
、

書
字
困
難
、さ
ら
に
排
尿
排
便
困
難
、

眼
振
な
ど
の
症
状
が
あ
り
ま
す
。下
肢

の
つ
っ
ぱ
り
や
ふ
る
え
、起
立
時
の
低

血
圧
な
ど
、病
型・患
者
に
よ
っ
て
様
々

な
症
状
が
見
ら
れ
ま
す
。患
者
数
は

全
国
で
約
２
万
７
千
人
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
厚
生
労
働
省
の
指
定
難
病
に
含
ま

れ
て
お
り
、そ
の
交
付
件
数
か
ら
推
定

す
る
と
、有
病
率
は
10
万
人
あ
た
り

18・6
人
と
比
較
的
頻
度
の
高
い
神
経

変
性
疾
患
で
す
。

　
全
国SC

D

・MSA

友
の
会
発
刊「
脊
髄

小
脳
変
性
症・多
系
統
萎
縮
症
Ｑ
＆
Ａ

１
７
２
」よ
り

　
こ
の
度
、息
子
、法
正
（
の
り
ま
さ
）
が
、

『
一
人
言
（
ひ
と
り
ご
と
）』
を
自
費
出
版

し
ま
し
た
。
こ
の
本
に
は
、
著
者
で
あ
る

法
正
の
い
ろ
ん
な
思
い
や
、
つ
ぶ
や
い
た

言
葉
が
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
書
き
始
め
の
き
っ
か
け
は
、
16
歳
の
誕

生
日
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ

ク
と
水
絵
の
具
セ
ッ
ト
で
す
。
短
い
文
か

ら
の
始
ま
り
で
し
た
。

　
17
歳
の
時
「
脊
髄
小
脳
変
性
症
」
と
診

断
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
は
「
病
」
へ
の
思
い

も
入
り
、
絵
や
詩
も
加
わ
り
、
い
ろ
ん
な

形
で
自
分
を
表
現
し
ま
し
た
。

　
作
品
数
が
増
え
た
の
も
、
出
会
っ
た

方
々
の
お
か
げ
と
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ

ぱ
い
で
す
。
自
分
の
思
い
を
出
す
場
を
い

た
だ
い
た
こ
と
で
、
認
め
ら
れ
る
こ
と
が

自
信
に
つ
な
が
り
、
描
く
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。

　
書
き
溜
め
た
作
品
を
「
本
」
に
す
る
、

と
約
束
し
た
も
の
の
よ
う
や
く
6
年
の
月

日
を
経
て
、
約
束
の
本
『
一
人
言
』
が
完

成
し
ま
し
た
。

　
拙
い
書
字
で
は
あ
り
ま
す
が
、
言
葉
の

一
つ
一
つ
が
、
親
に
響
き
ま
す
。
猫
の
イ

ラ
ス
ト
も
、
稚
拙
で
は
あ
り
ま
す
が
、
猫

好
き
の
法
正
に
は
大
事
な
ペ
ー
ジ
で
す
。

　
避
け
て
通
れ
な
い
病
気
の
こ
と
。

　
我
が
子
は
、S
C
A
3
型
で
す
。「
遺
伝
」

に
関
し
て
は
「
法
正
の
場
合
」
と
し
て
状

態
を
書
く
こ
と
で
、
少
し
で
も
周
り
の
人

に
分
か
っ
て
も
ら
え
た
ら
、
と
い
う
切
な

る
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
33
歳
に
な
っ
た

法
正
、
生
き
る
こ
と
を
諦
め
な
い
と
の
こ

と
で
す
。（
母 

志
穂
）

小川法正 著
編小川志穂

一 人 言イラスト
エッセイ集

●
●
●
●
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■
病
気
の
こ
と
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中
学
を
卒
業
し
て
母
と
四
人
の
弟
妹
と
の

生
活
を
続
け
て
い
く
に
は
、
私
が
働
く
こ
と

は
必
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
電
機
会
社

に
養
成
工
と
し
て
入
っ
た
。

　
し
か
し
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
学
校
に
行
っ

て
勉
強
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
、
次
第
次

第
に
頭
を
も
ち
あ
げ
て
き
た
。
又
目
の
前
に

厳
然
と
し
て
存
在
す
る
学
歴
社
会
。
こ
の
ま

ま
一
生
こ
の
会
社
で
働
き
続
け
る
自
分
の
姿

を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
勉
強
し
た
い
、

大
学
へ
行
き
た
い
と
い
う
あ
こ
が
れ
み
た
い

な
も
の
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。

　
夜
間
高
校
へ
入
っ
た
も
の
の
働
か
ざ
る
も

の
喰
う
べ
か
ら
ず
、
残
業
し
な
け
れ
ば
一
家

の
飯
が
喰
え
ず
、
半
年
で
退
学
し
た
。

　
そ
れ
で
も
何
と
か
し
た
い
と
一
人
で
勉
強

し
、
文
部
省
の
大
検
を
受
け
、
二
十
歳
で
合

格
し
た
。
し
か
し
生
活
が
厳
し
い
こ
と
に
変

わ
り
は
な
く
、
残
業
で
勉
強
ど
こ
ろ
で
は
な

か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
大
学
へ
行
き
た
い
気

持
ち
は
消
え
な
か
っ
た
。
手
段
が
見
つ
か
ら

な
か
っ
た
。

　
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
大
学
に
通

信
教
育
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
自
分
と
し

て
は
、
大
学
に
行
く
な
ら
理
工
系
と
い
う
漠

然
た
る
考
え
を
持
っ
て
い
た
が
、
通
信
教
育

で
そ
ん
な
過
程
の
も
の
は
な
く
、
文
系
し
か

な
か
っ
た
。
そ
し
て
独
学
で
勉
強
す
る
以
上

一
つ
の
国
家
資
格
を
と
れ
ば
大
学
卒
業
者
と

同
等
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
大
学
卒
業
者

に
負
け
た
こ
と
に
な
ら
な
い
と
考
え
る
よ
う

に
な
り
、
た
ど
り
つ
い
た
の
が
司
法
試
験
で

あ
っ
た
。

　
弁
護
士
に
な
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
よ
り
、

ど
う
せ
勉
強
す
る
な
ら
、
国
家
試
験
の
中
で

一
番
難
し
い
と
い
わ
れ
る
も
の
に
挑
戦
し
よ

う
と
い
う
気
持
で
あ
っ
た
。
合
格
で
き
る
か

ど
う
か
と
い
う
よ
り
、
外
の
こ
と
を
考
え
ら

れ
な
く
な
り
、
中
央
大
学
の
通
信
教
育
で
勉

強
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
又
長
崎
と
い
う
地
方
に
あ
っ
て
法
律
を
勉

強
す
る
に
は
通
信
教
育
で
し
か
で
き
な
か
っ

た
。

　
私
が
中
央
大
学
通
信
教
育
部
に
入
学
し
た

の
は
、
一
九
六
一
年
で
あ
る
。
や
っ
と
た
ど

り
着
い
た
「
大
学
生
」
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
入
学
し
た
も
の
の
一

年
次
の
ス
ク
ー
リ
ン
グ
に
出
席

す
る
た
め
の
レ
ポ
ー
ト
が
な
か

な
か
書
け
ず
、
や
っ
と
書
い
て
提
出
し
て
も

不
可
で
返
っ
て
く
る
始
末
で
あ
っ
た
。
会
社

も
機
械
修
理
の
仕
事
と
全
く
関
係
な
い
法
律

の
勉
強
を
し
て
い
る
従
業
員
に
ス
ク
ー
リ
ン

グ
出
席
を
よ
く
認
め
て
く
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
と
思
う
。
今
の
リ
ス
ト
ラ
時
代
に
は
考
え

ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
二
年
次
に
な
る
と
、
何
と
か
二
年
次
の
科

目
を
遅
れ
る
こ
と
な
く
履
修
で
き
る
よ
う
に

な
り
、
三
年
次
の
時
は
、
四
年
次
の
科
目
も

レ
ポ
ー
ト
は
書
い
て
い
た
。
四
年
次
は
余
裕

の
あ
る
レ
ポ
ー
ト
作
成
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
頃
は
、
一
科
目
四
課
題
レ
ポ
ー
ト
の

う
ち
、
一
通
は
参
考
書
な
ど
見
ず
に
六
法
の

み
横
に
置
い
て
、
書
い
て
み
よ
う
と
思
う
よ

う
に
な
り
、
書
い
て
提
出
し
て
も
合
格
点
が

つ
い
て
返
っ
て
き
た
。

　
や
が
て
司
法
試
験
に
合
格
す
る
た
め
に
は

長
崎
で
昼
間
働
い
て
、
夜
勉
強
し
て
も
お
ぼ

つ
か
な
い
、
だ
め
だ
ろ
う
、
何
と
か
東
京
で

勉
強
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
、
と
う
と

う
四
年
次
の
ス
ク
ー
リ
ン
グ
の
途
中
帰
省
し

て
会
社
へ
八
月
十
日
に
退
職
願
を
出
し
て
、

辞
め
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
頃
弟
妹
は
一
人
前

に
な
っ
て
い
た
し
、母
の
生
活
は
弟
に
頼
ん
だ
。

　
会
社
を
辞
め
た
も
の
の
合
格
の
目
途
が

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
人
生
の
中
の
一
つ

の
流
で
あ
る
。
や
め
た
こ
と
は
全
く
後
悔
は

な
か
っ
た
。
こ
れ
で
一
日
中
勉
強
で
き
る
と

い
う
嬉
し
さ
が
先
で
あ
っ
た
。
大
学
の
図
書

館
で
勉
強
を
始
め
た
。
退
職
し
た
の
は
ち
ょ

う
ど
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年
で
あ
っ
た
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
始
ま
り
、
自
衛
隊
機
が
五

機
、
五
色
の
煙
の
輪
を
吐
い
て
東
京
の
空
を

飛
ん
で
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。

　
そ
れ
か
ら
四
年
間
勉
強
し
て
メ
キ
シ
コ
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
の
年
に
合
格
し
た
。

■
森
永

　正

　
昭
和
九
年
長
崎
市
上
筑
後
町
生
れ
。

　
昭
和
二
十
五
年
長
崎
中
学
校
卒
業
。

　
同
年
三
菱
電
機
製
作
所
入
所
、三
十

九
年
退
職
。昭
和
四
十
三
年
司
法
試
験

合
格
。四
十
六
年
長
崎
市
で
弁
護
士
開

業
、現
在
に
至
る
。

　
本
書
は
、こ
れ
ま
で
に
新
聞
、会
報
、

雑
誌
、記
念
誌
な
ど
に
寄
稿
し
た
文
章

22
編
を
一
冊
の
本
に
ま
と
め
た
も
の

で
す
。「
勉
強
し
た
い一
心
で
」は
こ
の
中

の一編
。

勉
強
し
た
い
一
心
で八月十日

我が半生の備忘録

森永　正
●
●
●
●

判型：Ａ5判
頁数：140頁
製本：並製本
定価：非売品
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判型：Ａ6判
頁数：160頁
製本：並製本
定価：非売品

こ
の
二
十
年
余
り
折
り
に
ふ
れ
て
脳
裡
に
う
か
ぶ
こ
と
、
読
書
で
感
銘
し
た

こ
と
な
ど
を
「
つ
ぶ
や
き
」
と
題
し
て
メ
モ
し
て
き
ま
し
た
。
エ
ッ
セ
イ
あ
り
、

詩
あ
り
、
雑
多
な
も
の
の
中
か
ら
短
い
文
で
い
く
ら
か
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
あ

る
も
の
を
拾
い
あ
げ
て
み
ま
し
た
。
感
じ
て
く
れ
る
も
の
が
あ
れ
ば
幸
で
す
。

「
訓
」
森

　信
興

●●●●
判
型
：
Ａ
６
判

頁
数
：
１
６
０
頁

製
本
：
並
製
本

定
価
：
非
売
品

「
短
詩
」
森

　信
興

「
淡
々
と
し
て
…
」

悩
み
が
あ
る
時
つ
ぶ
や
い
て
み
よ

H
・
11
・
3
・
13

「
こ
れ
は
試
練
な
の
だ
」

と
思
え
ば
腹
も
た
つ
ま
い

H
・
14
・
10
・
4

今
だ
け
に
専
念
す
る
と
不
安
は
な
いH

・
14
・
11
・
5

心
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と

も
う
一
人
の
自
分
に
己
を
観
察
さ
せ
る
と
よ
い

H
・
9
・
9
・
29

一
生
の
う
ち
何
人
の
人
に
喜
ん
で

も
ら
っ
た
か

そ
れ
が
問
題
だ

H
・
13
・
5
・
24

自
虐
に
つ
な
が
る
反
省
は
し
な
い

こ
れ
で
い
い
ん
だ
と
思
え
ば
い
い

そ
う
い
う
ま
わ
り
あ
わ
せ
だ
っ
た
の
だ
と
…

H
・
13
・
4
・
1

「
と
ら
わ
れ
て
い
る
　
こ
だ
わ
っ
て
い
る
」
と

自
分
を
せ
め
て
い
る

と
ら
わ
れ
て
も
　
こ
だ
わ
っ
て
も
いい
じ
ゃ
な
い
か

と
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
発
明
も
工
夫
も

生
ま
れ
は
し
な
い
の
だ
か
ら

H
・
13
・
3
・
10

黙
想
　
熟
慮
ば
か
り
し
て
い
て
は
進
歩
が
な
い

動
い
て
　
実
践
し
て
み
る
こ
と
に
よ
り
脳
の

血
流
が
よ
く
な
り
新
た
な
発
想
が
で
き
る

H
・
12
・
11
・
5

よ
り
以
上
の
大
き
い
苦
労
が
あ
る
こ
と
も

知
ら
ず
し
て
　
苦
労
し
て
い
る
な
ど
と

思
っ
て
は
な
ら
な
い

上
に
は
上
の
苦
労
が
あ
る
の
だ
か
ら
…

H
・
12
・
10
・
16

衰
え
る
こ
と
の
な
い
や
さ
し
い
心
を

宿
し
て
い
な
い
と

と
っ
さ
の
言
動
に
で
て
こ
な
い

H
・
12
・
5
・
29

苦
痛
を
感
じ
る
時

　「
今
、
こ
の
時
自
分
は
成
長
し
て
い
る
」

と
思
え

H
・
12
・
5
・
8

夕
映
え
が
美
し
い
よ
う
に

　
　
私
も
美
し
く
老
い
た
い

H
・
12
・
3
・
15

今
日
の
　
こ
の
一
日
こ
そ

あ
と
に
な
っ
て
「
よ
か
っ
た
」
と
感
じ
ら
れ
る

日
な
の
だ
　
大
切
に
生
き
よ
う

H
・
12
・
2
・
8

老
い
て
要
領
が
悪
い
分
だ
け

　
　
　
記
銘
力
が
低
下
し
た
分
だ
け

時
間
を
か
け
て
　
反
復
す
る
こ
と

H
・
11
・
10
・
11

こ
の
人
か
ら
愛
を
受
け
な
い（
感
じ
な
い
）の
は

私
が
こ
の
人
に
愛
を
与
え
な
い
か
ら
だ
ろ
う

H
・
11
・
8
・
18

一
気
に
、
完
璧
に
、
完
全
に
仕
上
げ
よ
う

な
ど
と
思
っ
て
は
い
け
な
い

そ
う
す
る
為
の
時
間
を
作
り
え
ず
後
に

の
ば
し
て
結
局
何
も
で
き
な
い

少
し
づ
つ
つ
み
あ
げ
れ
ば
必
ず
完
成
す
る

H
・
11
・
6
・
10

何
か
ら
も
　
誰
か
ら
も
　
い
つ
も

教
訓
を
得
る
姿
勢
が
必
要
で
あ
る

H
・
11
・
5
・
24

し
あ
わ
せ
だ
と
か
　
不
し
あ
わ
せ
だ
と
か

い
う
も
の
は
自
分
が
決
め
る
こ
と

怒
り
や
喜
び
も
自
分
の
心
が
な
る
こ
と

H
・
10
・
10
・
6

人
の
評
価
に
つ
な
が
る
言
葉
を
慎
め

褒
め
る
こ
と
は
言
っ
て
も

け
な
す
こ
と
は
言
わ
な
く
て
い
い

H
・
14
・
3
・
13

疑
う
と
世
界
が
暗
く
な
り

　
　
心
は
益
々
悪
く
な
る

H
・
10
・
5
・
3

信
じ
る
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
あ
る

し
か
し
　
人
の
言
葉
ほ
ど

宛
に
な
ら
な
い
も
の
は
な
い

真
実
は
自
分
で
確
め
る
も
の
だ

H
・
10
・
3
・
5

他
人
の
幸
福
を
素
直
に
喜
べ
る
人
間
で
い
た
い

H
・
9
・
5
・
20

俺
が
選
ん
だ
俺
の
道

ど
う
生
き
よ
う
と
悔
い
は
な
い

た
っ
た
一
回
だ
け
の
俺
の
道
だ
か
ら
…

H
・
9
・
3
・
21

ま
ず
人
の
話
を
受
け
入
れ
よ

H
・
14
・
9
・
26

富
に
も
名
誉
に
も
こ
だ
わ
ら
な
い
方
が

静
か
に
生
き
ら
れ
る

黙
々
と
し
て
粛
々
と
し
て
自
然
を
相
手
に

生
き
る
と
い
い

そ
う
す
れ
ば
怒
り
も
寂
し
さ
も
羨
望
も

嫉
妬
も
な
い

H
・
13
・
9
・
3

「
こ
の
人
に
は
構
え
る
こ
と
な
く
話
さ
れ
る
、

　
だ
か
ら
好
き
だ
」

偉
ぶ
ら
ず
少
し
ば
か
り
馬
鹿
に
な
れH

・
9
・
8
・
26

自
分
に
育
く
ま
れ
て
い
な
い

心
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に

気
付
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

H
・
9
・
1
・
27

人
に
同
情
し
て
も

　
　
自
分
に
同
情
す
る
な

H
・
14
・
12
・
4
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父
は
博
多
人
形
づ
く
り
を
生
業
と

し
て
い
た
。
小
学
校
等
で
、
家
の
職

業
欄
が
あ
る
と
、「
博
多
人
形
製
造
」

と
い
さ
さ
か
誇
ら
し
く
書
い
た
も
の

で
あ
る
。
父
は
、
彩
色
と
読
ば
れ
る

工
程
の
職
人
で
、
素
焼
き
の
人
形
を

受
け
取
っ
て
色
を
付
け
、
店
頭
で
売

れ
る
よ
う
な
形
に
し
て
、
卸
商
の
所

へ
持
ち
こ
む
の
で
あ
る
。
当
時
は
ど

こ
の
家
で
も
奥
さ
ん
も
ま
た
労
働
力

で
あ
り
、
彩
色
担
当
の
家
で

は
仕
事
場
の
台
の
上
に
人
形

が
二
十
か
ら
三
十
体
並
べ
ら

れ
、
そ
の
前
に
二
人
並
ん
で

左
手
に
人
形
、
右
手
に
絵
筆

を
持
ち
、
人
形
を
ま
わ
し
な

が
ら
、
唇
に
絵
筆
を
当
て
て

絵
具
の
色
合
い
や
粘
度
を
調

整
し
つ
つ
、
仕
上
げ
て
い
く

の
で
あ
っ
た
。

　
作
る
人
形
は
時
々
に
応
じ

て
変
化
し
た
。
多
分
人
気
の

高
い
売
れ
筋
の
人
形
が
変

わ
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
、
美

人
も
の
、布
袋
さ
ん
や
般
若
面
、

子
供
も
の
な
ど
、
大
体
五
十

個
ぐ
ら
い
、
同
じ
も
の
を
一

時
に
作
っ
て
い
た
。

　
人
形
は
彩
色
の
最
後
の
面

相
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
最

盛
期
に
は
通
い
の
お
弟

子
さ
ん
が
三
人
ほ
ど
い

た
が
、
口
紅
、
眉
毛
ま

で
は
描
か
せ
て
も
、
目

は
必
ず
父
が
描
き
入
れ

て
い
た
。
母
は
勿
論
、

日
常
の
家
事
と
人
形
つ

く
り
の
兼
務
で
あ
る
。

子
供
達
も
時
に
は
簡
単

な
作
業
に
駆
り
出
さ
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
。
柳

町
に
あ
っ
た
卸
商
に
納

入
す
る
た
め
、
父
に
連

れ
ら
れ
、
リ
ヤ
カ
ー
に
人
形
を
積
ん

で
夜
の
柳
橋
を
渡
っ
た
こ
と
も
あ
る
。

　
生
活
は
楽
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

一
般
の
博
多
人
形
師
は
元
々
高
収
入

の
職
業
で
は
な
か
っ
た
し
、
人
か
ら

頼
ま
れ
て
断
り
き
れ
な
い
性
格
も

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
、
父
は
ボ
ラ
ン
テ

イ
ア
活
動
に
熱
心
で
、
地
元
の
消
防

団
に
入
っ
て
い
た
。
当
時
は
密
集
し

た
木
造
の
家
屋
ば
か
り
で
、
火
事
が

多
か
っ
た
。
火
事
を
知
ら
せ
る
サ
イ

レ
ン
が
な
り
響
く
と
殆
ど
同
時
に
、

手
に
持
っ
て
い
た
人
形
を
置
い
て
、

す
ば
や
く
壁
に
か
け
て
あ
る
消
防
着

に
着
替
え
、
そ
れ
こ
そ
脱
兎
の
ご
と

く
走
り
出
る
の
で
あ
っ
た
。
彩
色
の

途
中
で
止
ま
っ
た
も
の
は
当
然
母
が

面
倒
を
み
る
こ
と
に
な
る
。

　
卸
商
へ
の
納
入
時
期
に
な
る
と
徹

夜
で
仕
事
と
い
う
の
も
多
く
、
母
は

不
満
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

消
防
を
や
め
た
あ
と
は
防
犯
組
合
の

役
員
で
あ
る
。
本
業
の
博
多
人
形
製

造
は
、
伝
統
工
芸
品
で
は
あ
っ
て
も
、

芸
術
作
品
で
は
な
い
か
ら
、
収
入
は

労
働
時
間
に
殆
ど
正
確
に
比

例
す
る
。
後
年
、
父
は
消
防

へ
の
永
年
功
労
で
勲
章
を
い

た
だ
い
た
が
、
母
は
や
は
り

本
業
の
博
多
人
形
で
成
果
を

だ
し
て
欲
し
か
っ
た
、
と
こ

ぼ
す
こ
と
も
あ
っ
た
。

　
人
形
づ
く
り
は
、
六
十

歳
を
少
し
越
え
た
と
こ
ろ

で
突
然
や
め
た
。
理
由
は
判
ら
な
い
。

高
校
へ
行
き
た
い
と
い
っ
た
と
き
、

父
は
困
っ
た
よ
う
な
微
妙
な
顔
を

作
っ
た
が
、
早
く
あ
と
を
継
が
せ
た

か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
最
後
の

数
年
は
黒
田
武
士
だ
け
で
あ
っ
た
。

母
里
太
兵
衛
が
盃
と
福
島
正
則
か
ら

の
拝
領
の
槍
を
抱
え
た
、
博
多
人
形

と
し
て
は
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の

の
一
つ
で
あ
る
。
最
後
に
仕
上
げ
た

人
形
は
長
男
で
あ
る
私
の
手
元
に
あ

る
。

　
昭
和
二
十
二
年
福
岡
市
生
ま
れ
。

諫
早
市
在
住
。

　「
す
く
や
か
な
る
日
常
」
序

　
わ
れ
文
辞
拙
く
詩
歌
に
才
な
く
書

画
の
嗜
み
も
と
よ
り
な
け
れ
ど
、
如

何
せ
む
職
半
ば
退
き
て
刻
を
消
す
に

よ
し
な
し
。
こ
こ
に
雑
文
凡
句
に
趣

味
ほ
ど
も
な
き
初
心
の
写
真
添
え
日

常
の
あ
れ
こ
れ
綴
り
て
一
書
を
作
る
。

な
づ
け
て
「
す
く
や
か
な
る
日
常
」

と
な
す
。
け
だ
し
こ
れ
わ
が
輓
近
の

冀
ふ
と
こ
ろ
、
又
堅
く
は
あ
ら
ぬ
信

条
な
れ
ば
な
り
。
老
い
の
一
興
慰
戯

な
れ
ば
、
と
か
く
の
評
な
く
笑
覧
さ

れ
よ
か
し
と
し
か
云
ふ
。

父
母
の
こ
と

　
　博
多
人
形
師

武
士
の
ひ
と
り
立
て
る
や
蟬
し
ぐ
れ

も
の
の
ふ

か
の
夏
に
帰
ら
む
す
べ
や

飛
行
機
ぐ
も

か
き
氷
五
円
の
頃
の
空
の
あ
を

■
村
上

　伸

●
判
型
：
Ａ
5
判
　
●
頁
数
：
72
頁
　
●
製
本
：
ガ
ン
ダ
レ
製
本
　
●
定
価
：
非
売
品

俳
文
写
真
集

村
上

　伸

す
く
や
か
な
る
日
常
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昭
和
13
年
諫
早
に
生
ま
れ
、
八
歳
ま
で
旧
満
州
新
京

撫
順
に
育
つ
。
元
小
学
校
教
師
、諫
早
市
在
住
。「
波
濤
」

「
あ
す
な
ろ
」
同
人
、「
あ
け
ぼ
の
」
会
員
、
佐
世
保
短

歌
連
盟
理
事
、
日
本
歌
人
ク
ラ
ブ
会
員
。

第
一
歌
集
で
4
3
0
首
を
収
載
。

■
末
吉
英
子

　　
私
が
短
歌
を
志
し
た
の
は
、
五
十
歳
を
過
ぎ

て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
四
十
代
始
め
の
昭
和
五

十
三
年
、
離
島
の
小
学
校
に
転
勤
に
な
っ
た
私

は
、
小
学
校
五
年
生
の
長
男
と
中
学
校
一
年
生

の
長
女
を
残
し
て
単
身
赴
任
し
ま
し
た
が
、
二

年
後
、
家
庭
に
戻
る
こ
と
を
決
意
、
二
十
年
間

の
教
師
生
活
に
終
止
符
を
打
ち
ま
し
た
。
人
生

の
大
切
な
岐
路
と
な
る
進
路
を
控
え
た
子
供
た

ち
に
寄
り
添
い
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
で
し
た
。

　
そ
の
後
、
二
人
の
子
供
は
そ
れ
ぞ
れ
の
道
に

向
か
っ
て
成
長
し
、
私
に
は
夫
の
転
勤
に
従
い

な
が
ら
の
十
余
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
そ
し
て
平

成
二
年
、
県
北
の
佐
々
町
に
転
居
、
そ
れ
が
私

の
短
歌
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
で
す
。

　
こ
こ
に
載
せ
た
作
品
は
、
ほ
ん
の
身
巡
り
の

見
聞
に
過
ぎ
な
い
も
の
ば
か
り
で
す
が
、
五
十

代
で
始
め
た
た
め
に
わ
が
子
の
幼
い
こ
ろ
の
作

品
が
な
く
、
そ
れ
が
唯
一
の
心
残
り
で
す
。
そ

の
代
り
二
十
余
年
の
短
歌
生
活
の
間
に
誕
生
し

た
孫
た
ち
は
、
私
に
歌
材
の
き
っ
か
け
を
く
れ

る
宝
物
の
よ
う
な
存
在
と
な
り
ま
し
た
。

　
思
え
ば
、
お
ぼ
ろ
げ
な
思
い
出
と
し
て
胸
に

そ
っ
と
咲
か
せ
て
い
た
旧
北
満
の
厳
冬
の
霜
花
、

引
き
揚
げ
船
の
中
で
見
た
水
葬
の
光
景
な
ど
、

長
年
封
印
し
て
き
た
も
の
を
表
現
で
き
た
の
も

歌
の
力
で
し
た
。
中
で
も
強
く
私
の
胸
に
去
来

す
る
の
は
、
七
十
三
歳
で
逝
っ
た
父
の
こ
と
で

す
。
戦
後
四
年
間
の
言
葉
を
絶
す
る
シ
ベ
リ
ア

抑
留
に
耐
え
て
帰
還
し
た
父
が
、
一
家
の
再
出

発
の
た
め
に
全
力
を
傾
け
私
た
ち
子
供
の
成
長

を
見
守
っ
て
く
れ
た
姿
を
、
今
に
し
て
表
現
で

き
た
の
も
、
や
は
り
歌
あ
れ
ば
こ
そ
で
し
た
。

●●●
判
型
：
四
六
判

頁
数
：
１
８
８
頁

製
本
：
上
製
本

霜
花

末
吉
英
子 

歌
集

北
満
の
冬
夜
は
零
下
に
冷
え
つ
の
り

凍
て
し
ガ
ラ
ス
に
霜
花
咲
け
り

空
の
青
集
め
て
咲
く
や
露
草
は

瑠
璃
色
ふ
か
く
荒
地
を
お
ほ
ふ

咲
け
よ
と
の
合
図
受
け
し
や
い
つ
せ
い
に

曼
殊
沙
華
咲
く
土
手
染
め
あ
げ
て

そ
の
街
の
素
顔
も
見
せ
て
駅
前
に

乱
れ
ず
並
ぶ
朝
の
自
転
車

こ
ろ
が
れ
る
蟬
に
触
る
れ
ば
な
ほ
踠
き

つ
い
と
跳
び
の
く
余
力
の
距
離
を

荷
を
減
ら
し
身
軽
に
な
ら
む

チ
ャ
ン
ス
か
と
転
居
六
度
め
の

荷
造
り
を
す
る

徳
あ
ま
た
幼
に
あ
れ
よ
と
晴
着
縫
ふ

「
百
徳
の
着
物
」
の
故
事
に
倣
ひ
て

膝
に
抱
く
孫
の
手
を
と
り
ピ
ア
ノ
弾
く

こ
の
児
の
母
と
も
か
か
る
日
あ
り
き

歳
月
を
口
に
は
す
ま
じ

人
形
を
創
り
つ
つ
わ
れ
は
少
女
に
戻
る

常
住
ま
ぬ
家
と
は
な
り
ぬ
夫
婦
雛

飾
り
て
夫
の
任
地
へ
向
か
ふ

「
山
風
を
吸
へ
ば
元
気
に
な
る
」
と
い
ふ

夫
と
越
え
ゆ
く
多
良
の
岨
道

読
む
わ
れ
の
声
も
潤
み
て
ゆ
く
く
だ
り

ネ
ル
ロ
の
最
期
に
児
の
涙
す
る

「
歌
集
」を
編
む
と
い
う
淡
い
希
望
が
、

た
く
さ
ん
の
方
々
の
お
力
添
え
で

『
霜
花
』と
し
て
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

し
も 

ば
な

休
み
な
く
児
の
出
す
な
ぞ
な
ぞ

難
問
に
む
か
し
教
師
の
夫
が
手
こ
ず
る

初
め
て
の
寮
生
活
を
語
る
夜
の

少
年
の
こ
ゑ
電
話
に
う
る
む

か
じ
か
め
る
指
に
て
霜
花
描
き
し
日
よ

国
民
学
校
一
年
の
教
室

へ

や

水
葬
を
偶
然
見
し
は
日
本
海

　

引
き
揚
げ
船
の
八
歳
の
夏

日
本
海
の
暗
き
海
原
ゆ
さ
ぶ
り
て

葬
送
の
汽
笛
胸
に
こ
だ
ま
す

母
子
し
て
父
に
心
を
残
し
つ
つ

引
き
揚
げ
船
に
て
着
き
し
舞
鶴

捕
虜
の
日
の
木
匙
ひ
と
つ
を

持
ち
還
り
父
は
シ
ベ
リ
ア
に

触
れ
ず
逝
き
た
り
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昨
年
、
社
会
福
祉
法
人
み
の
り
会

様
が
百
十
周
年
を
迎
え
ら
れ
、
記
念

誌
を
発
刊
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
ご
紹

介
致
し
ま
す
。

み
の
り
会
の
始
ま
り

　
貧
困
に
よ
る
家
庭
崩
壊
、
子
供
へ

の
虐
待
な
ど
の
悲
し
い
事
件
が
、
今

も
日
々
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
今

か
ら
１
１
０
年
ほ
ど
前
の
明
治
39
年

に
、
私
財
を
投
じ
て
恵
ま
れ
な
い
子

ど
も
た
ち
の
養
育
に
心
血
を
そ
そ
い

だ
人
物
が
い
ま
し
た
。

　
み
の
り
会
の
初
代
理
事
長
　
本
愛

儀
氏
そ
の
人
で
す
。
彼
は
、
生
後
ま

も
な
く
父
親
を
失
っ
て
後
、
た
び
重

な
る
逆
境
の
中
で
育
ち
ま
し
た
。
明

治
17
年
、
長
崎
で
コ
レ
ラ
が
大
流
行

し
義
父
も
感
染
す
る
。
華
商
か
ら
買

い
求
め
た
け
し
粒
の
よ
う
な
丸
薬
が

よ
く
効
き
ま
し
た
。
六
神
丸
で
す
。

そ
の
効
能
に
目
を
み
は
っ
た
彼
は
、

六
神
丸
の
行
商
を
始

め
る
。
そ
の
後
艱
難

辛
苦
の
末
に
自
家
製

造
に
成
功
。
全
国
に

「
　
本
六
神
丸
」
と
し

て
知
れ
わ
た
る
よ
う

に
な
り
、
多
く
の
病

苦
を
救
う
事
と
な
り

ま
し
た
。

　
幾
分
の
蓄
財
が
で

き
た
の
で
、
自
分
の

幼
少
の
頃
の
苦
労
を

思
い
起
こ
し
て
、「
何

と
か
し
て
恵
ま
れ
な

い
子
ど
も
た
ち
を
養

い
育
て
、
社
会
に
報
い
た
い
」
と
思

う
に
至
り
ま
し
た
。
長
崎
市
十
人
町

に
「
長
崎
育
児
授
産
所
」
を
開
設
。

し
ば
ら
く
し
て
土
地
や
建
物
な
ど
、

当
時
の
お
金
で
五
千
円
を
寄
附
し
て

財
団
法
人
を
設
立
。
名
称
を
「
長
崎

育
児
院
」
と
改
め
、
こ
こ
か
ら
福
祉

事
業
に
専
念
し
て
ゆ
き
ま
す
。

　
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
の
長
引

く
不
況
で
法
人
の
財
源
が
不
足
し
、

事
業
運
営
に
苦
労
し
な
が
ら
も
、
暮

ら
し
に
困
る
庶
民
の
生
活
を
支
え
る

た
め
に
、
無
料
の
託
児
所
、
無
料
診

療
所
、
母
子
保
護
施
設
等
の
開
設
や
、

貧
し
い
が
ゆ
え
に
進
学
で
き
な
い
子

供
た
ち
へ
の
育
英
事
業
に
も
力
を
尽

く
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。

　
昭
和
２
年
、
育
児
院
の
子
ど
も
た

愛
を
つ
な
ぐ
|
百
十
年
の
歩
み
と
感
謝
|

記
念
誌
紹
介
シ
リ
ー
ズ

8

〈
み
の
り
会 

創
立
百
十
周
年
記
念
誌
〉

●
●
●

判型：Ａ4判
頁数：110頁
製本：上製本、PUR製本

長崎市平山町 みのり園グラウンド

長崎育児院看板

明治２５年頃の行商姿

託児所修了式集合写真（昭和10年3月）　　　　　　

　本六神丸新聞広告（明治39年9月19日　東洋日の出新聞より）

長崎育児院第二教室（明治末）

初代理事長　　本 愛儀 氏

夏祭り（あいこう園） 運動会（わかば保育園）ゆうあいスポーツ大会（第二みのり園）玉ねぎ収穫（長与保育園）

あ
ま 

も
と 

あ
い

ぎぎ
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ち
を
立
派
な
住
居
で
誇
り
を
持
っ

て
生
活
さ
せ
た
い
と
、
私
財
を
投

じ
て
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の

３
階
立
て
の
白
い
建
物
が
出
来
上

が
り
ま
し
た
。（
90
年
経
過
し
た
現

在
も
、
み
の
り
会
本
部
と
し
て
現

役
の
建
物
で
す
）

子
ど
も
た
ち
を

守
り
続
け
て

　
第
二
次
世
界
大
戦
に
突
入
し
戦

火
が
激
し
く
な
る
に
つ
れ
て
、
事

業
の
継
承
が
さ
ら
に
難
し
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。
第
二
代
理
事
長
　

本
美
徳
氏
は
、
止
む
無
く
育
児
院

を
除
く
す
べ
て
の
事
業
を
中
止
し

ま
し
た
。
育
児
院
だ
け
は
戦
禍
を

逃
れ
て
島
原
に
疎
開
し
子
ど
も
た

ち
を
守
り
ま
し
た
。

　「
ど
ん
な
粗
衣
粗
食
に
も
へ
こ
た

れ
な
い
忍
耐
力
を
身
に
つ
け
て
い

る
つ
も
り
で
あ
る
が
、
大
勢
の
育

児
の
食
糧
に
は
困
っ
た
の
で
且
つ

又
空
襲
の
危
険
か
ら
も
育
児
を
守
る

必
要
が
あ
っ
て
島
原
安
中
の
ほ
う
へ

疎
開
さ
せ
現
在
に
及
ん
で
い
る
（
現

在
の
児
童
養
護
施
設
太
陽
寮
）。
戦
争

中
の
困
難
な
時
で
も
社
会
事
業
を
継

続
し
た
の
は
父
の
意
を
体
し
た
私
た

ち
の
堅
い
信
念
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。」

と
当
時
の
こ
と
を
述
懐
し
て
い
ま
す
。

新
た
な
歩
み

　
戦
後
、
社
会
も
落
ち
着
い
て
き
た

昭
和
35
年
、
精
神
薄
弱
児
施
設
み
の

り
園
開
設
。
戦
後
み
の
り
会
の
新
た

な
福
祉
事
業
の
ス
タ
ー
ト
で
し
た
。

42
年
に
は
三
和
み
の
り
園
を
開
設
。

長
崎
国
体
が
あ
っ
た
44
年
に
は
、
皇

太
子
殿
下
同
妃
殿
下
の
ご
視
察
を
い

た
だ
く
光
栄
に
浴
し
ま
し
た
。
両
殿

下
は
、
歓
迎
行
事
や
水
浴
、

手
芸
作
品
な
ど
を
終
始

笑
顔
で
ご
覧
に
な
ら
れ
、

利
用
者
職
員
一
同
に

と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い

一
日
と
な
り
ま
し
た
。

　
昭
和
40
年
代
以
降
、

福
祉
制
度
の
整
備
が
進

み
、
み
の
り
会
も
、
時

代
の
要
請
や
地
域
社
会

の
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
よ

う
に
、
障
害
者
関
係
施
設
、

救
護
施
設
、
高
齢
者
関

係
施
設
、
保
育
所
な
ど

多
種
多
様
な
施
設
が
設

立
さ
れ
て
ゆ
く
と
共
に

利
用
者
の
生
活
を
豊
た

か
な
も
の
と
す
る
為
の
催
事
も
充
実

し
て
ゆ
き
ま
し
た
。

　
平
成
12
年
「
社
会
福
祉
法
」
が
施

行
さ
れ
て
、
福
祉
事
業
の
在
り
方
を

見
つ
め
直
す
時
代
と
な
り
ま
し
た
。

利
用
者
の
権
利
を
擁
護
す
る
取
り
組

み
、
地
域
交
流
の
推
進
、
職
員
の
さ

ら
な
る
資
質
の
向
上
を
図
る
等
利
用

者
を
第
一
と
し
た
事
業
運
営
と
快
適

な
環
境
づ
く
り
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
百
十
年
前
、
初
代
理
事
長
の
恵
ま

れ
な
い
子
供
た
ち
に
寄
せ
た
思
い
か

ら
始
ま
っ
た
み
の
り
会
は
、
平
成
28

年
４
月
現
在
、
長
崎
県
内
二
市
一
町

に
お
い
て
児
童
養
護
・
保
育
所
・
障
害
・

老
人
・
救
護
な
ど
24
の
施
設
・
事
業

所
を
運
営
す
る
に
至
っ
て
い
ま
す
。

（
文
責
ゆ
る
り
）

節分会（三和荘）

歓迎行事をご覧の両殿下（昭和44年）

三和みのり園　本館（昭和42年頃）

みのり会本部（長崎市十人町）平成18年、百周年の時に改修される
藍綬褒章受章を紹介した新聞記事（昭和62年4月28日　長崎新聞より）
写真は第三代理事長  　本 愛晃 氏

新年会（伊王島）（グループホーム）

上空から見た三和地区の各事業所（長崎市布巻町・平山町）

もちつき大会（平山友愛園） みのり会文化祭（みのり園） コスモスドライブ（あいぎ荘） 水遊び（道の尾保育園）

昭和29年頃 太陽寮（島原市）

み    

の
り
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NEW

昭和堂・ゆるりで
出版しました本の紹介

ここでご紹介する出版本は、
サロンゆるりまでお気軽に
お問い合わせください。 2017年1月現在（税込額）

本の内容はホームページでもご案内しています 自費出版サロンゆるり 検索検索

久保　進
●
●
●
●

判型：B5ヨコ
頁数：256頁
製本：無線綴じ
定価：3，240円（税込）

祈りと光の情景
～五島の教会とそのルーツ～ フォト歳時記Ⅳ

安田　一恵
●
●
●
●

判型：A5判ヨコ
頁数：56頁
製本：ガンダレ製本
定価：非売品

風の中のパトリーヌ
ポエム

学校法人鎮西学院
●
●
●
●

判型：四六判
頁数：220頁
製本：無線綴じカバー付
定価：非売品

敬天愛人の系譜
鎮西学院人物伝

HIRAMATSU TSUTOMU
平松　忞

●
●
●
●

判型：A5判
頁数：100頁
製本：ガンダレ製本
定価：非売品

平戸方言集

諏
訪
神
事

長
崎
く
ん
ち
の
し
く
み

（
品
切
れ
重
版
予
定
な
し
）

●
1
、0
8
0
円

土
肥
原
　
弘
久

たゆたう（二）～（十） ●各1,028円松本　風作

（二） （三） （四） （五） （六） （八）

土肥原　弘久
●
●
●
●

判型：A5判
頁数：120頁
製本：ガンダレ製本
定価：1，080円（税込）

「長崎くんち」取材記録
  見えないものを伝える

平成28年版 諏訪神事

お問い合せ先　090-2500-0597 土肥原さんまで

キ
ラ
キ
ラ

人
生
を
輝
か
せ
る

た
っ
た
5
つ
の
大
切
な
こ
と●

1
、6
2
0
円

ご
う
ま
な
み

長
崎 

幻
の
響
写
真
館

●
2
、1
6
0
円

根
本
　
千
絵

き
く
ち
ゃ
ん
の
う
た

V
ol.2

●
1
、6
2
0
円

ひ
ら
た
　
き
く
よ

き
く
ち
ゃ
ん
の
詩

●
1
、2
9
6
円

ひ
ら
た
　
き
く
よ

神
様
か
ら
の
贈
り
も
の

●
1
、2
9
6
円

幸
夏
　
　
涼

英
文
観
光
ガ
イ
ド
長
崎

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

●
6
0
0
円

長
崎
通
訳
研
究
会

お
問
合
せ
先
　
電
話
〇
九
五―

八
二
一―

五
四
八
四

歌
集 
筑
後
川

●
2
、1
6
0
円

辻
　
　
武
男

玉
鈴 

水
墨
画
集

●
4
、8
6
0
円

田
村
　
玉
鈴

ー
墨
色
の
千
変
万
化
に

　
　
　
　
魅
せ
ら
れ
て
ー

松
林
重
宗
水
彩
画
集

●
3
、2
4
0
円

松
林
　
重
宗

長
崎
を
描
い
て
さ
る
く

●
2
、1
6
0
円

松
林
　
重
宗

塩
飽
史

江
戸
時
代
の
公
儀
船
方

 

●
2
、7
0
0
円

吉
田
　
幸
男

島
原
三
會
村
郷
土
誌

大
正
七
年（
復
刻
版
）
 

●
2
、1
6
0
円

西
村
　
仁

昭
和
20
年
8
月

長
崎
市
地
図

 ●
5
4
0
円

出
口
　
輝
夫

も
う
一人
の
少
年
使
節

ド
ラ
ー
ド

 ●
1
、2
0
0
円

青
山
　
敦
夫

気
づ
い
た
時
が

出
発
点

 
●
5
1
4
円

一ノ
瀬
恵
介・久
嗣・裕
士
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斉藤絹子の

放送中
きいてネ!!

『昭和堂笑顔のレシピ』

あなたの本や作品を
ラジオでご紹介します!!

毎週金曜　あさ1０:３５より

　亀山社中ば活かす会では、活動の一環として、長崎で発行された明治～
昭和期の新聞各紙に掲載された「龍馬や幕末に関する記事」の調査を行っ
てきました。その中には、龍馬や長崎の幕末に関するさまざまな情報が含まれ
ていました。本書は、同調査で収集した記事の中から、歴史的に興味深い
事柄、話題性の高い事象、時代の空気を反映しているものなど46点を
選び、これらをテーマ毎に整理し、関連の資料とともに若干の説明を加え
る形でまとめたものです。
　今年（平成29年）は、幕末の風雲児・坂本龍馬の没後150年にあたり
ます。これを機会に、明治以降の長崎人が新聞紙上で読んだ「坂本龍馬
と長崎の幕末史」の世界に接していただきたいと思います。また、本書が
長崎の幕末史・郷土史研究に資するものとなれば幸いです。

『長崎版　新聞紙上の坂本龍馬』の主な内容
　本書では、まず、「序文」により「龍馬や幕末に関する
新聞記事」の調査の目的とあらましを記すとともに、日本
初の地方紙とされ長崎で発行された「崎陽雑報」の概
要を紹介します。そして、同調査で収集された新聞記事
の中から主なもの46点を選びテーマ毎に分類整理し、
関連の資料と説明を加えました。
　記録に留めない事相は、時代と共に消えてゆく性質
を持っていますが、記録に留めた事相は、掘り起こしさ
えすれば、古いものほどニュース的な価値を生み出す
ものです。この冊子は薄くとも、その資料としての価値
は厚いと思うので、長崎における坂本龍馬・亀山社中・
海援隊のことをより知りたい方々に大いに利用して頂
ければ幸いです。
●「崎陽雑報」について　●坂本龍馬に関する記事
●東洋日の出新聞掲載　坂本龍馬記事の詳細　
●海援隊・近藤長次郎に関する記事　●志士達に関する
記事　●上野彦馬・大浦慶・グラバーに関する記事　
●伊良林・風頭周辺に関する記事　●『長崎昔話』記事
の紹介　●丸山に関する記事　●「一力」について

発行：亀山社中ば活かす会　発行人：針屋 武士
著者：堺屋 修一　土肥原 弘久

長崎版
坂本龍馬没後150年

新聞紙上の坂本龍馬 発刊

● 判型：A5版
● 頁数：152頁
●● 製本：ガンダレ製本
● 定価：1,0８０円（税込）

平成29年1月15日発行　　販売所／亀山社中資料展示場　長崎歴史文化博物館　好文堂書店（長崎市）

昭和10年4月27日付長崎新聞／長崎県立長崎図書館蔵
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本
書
は
、
古
今
東
西
の
音
楽
家

が
作
曲
し
た
曲
を
、「
色
」
で
表

現
し
た
試
み
で
あ
る
。 

ひ
と
つ
に

は
、
数
時
間
に
も
及
ぶ
オ
ペ
ラ
な

ど
を
含
め
て
、
一
つ
の
曲
を
一
目

（
一
瞬
）
で
経
験
し
た
い
、
見
た

い
と
の
思
い
か
ら
で
あ
る
。（
調

性
）
音
楽
は
ハ
長
調
や
イ
短
調
な

ど
合
計
24
種
類
の
調
性
で
で
き
て

い
て
、そ
れ
ぞ
れ
に
一
つ
の
「
色
」

を
決
め
て
、
そ
の
曲
の
調
性
の
移

り
変
わ
り
を
「
色
」
で
表
し
た
。 

ま
た
、
作
曲
、
出
版
、
初
演
の
年

の
順
に
年
表
に
し
、
そ
れ
を
そ
の

ま
ま
「
音
楽
史
」
と
考
え
た
。

　
年
末
に
わ
が
国
で
よ
く
演
奏
さ

れ
る
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
交
響
曲

第
9
番
二
短
調
「
合
唱
付
き
」
作

品
1
2
5
（
い
わ
ゆ
る
第
九
）
が
、

1
8
2
4
年
ウ
ィ
ー
ン
の
ケ
ル
ン

ト
ネ
ル
門
劇
場
で
初
演
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
前
年
に
は
ロ
ッ
シ
ー
ニ

の
オ
ペ
ラ
「
セ
ミ
ラ
ー
ミ
デ
」
が
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
フ
ェ
ニ
ー
チ
ェ

劇
場
で
初
演
さ
れ
、
シ
ュ
ー
ベ
ル

ト
の
三
大
歌
曲
集
の
一
つ
「
美
し

い
水
車
屋
の
娘
」
が
作
曲
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
音
楽
作
品
を

経
時
的
に
と
ら
え
て
、
音
楽
に

接
す
る
こ
と
は
今
ま
で
は
少
な

か
っ
た
。

　
更
に
、
1
8
2
1
年
に
は
、
ド

イ
ツ
で
活
躍
す
る
病
理
学
者
ウ
ィ

ル
ヒ
ョ
ー
が
現
在
の
ポ
ー
ラ
ン
ド

で
生
ま
れ
、
ロ
シ
ア
で
は
「
罪
と

罰
」、「
白
痴
」
で
知
ら
れ
る
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
誕
生
す
る
。 

出
来
上
が
っ
た
「
色
」

の
ペ
ー
ジ
（
左
）
は
、

そ
れ
だ
け
で
も
一
つ
の

絵
画
と
観
る
こ
と
も
、
現
代

ア
ー
ト
と
感
じ
る
人
も
あ
る
だ

ろ
う
。
た
と
え
ば
、オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
競
技
場
の
壁
画
や
、
ネ
ク

タ
イ
や
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
デ
ザ
イ
ン

な
ど
と
し
て
も
通
用
す
る
だ
ろ

う
。 

大
作
曲
家
は
音
楽
家
で
あ

る
と
同
時
に
画
家
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
大
作
曲
家
た
ち
が

創
っ
た
色
彩
豊
か
な
音
楽
の
世

界
へ
案
内
し
ま
し
ょ
う
。

伊東　昭郎
（いとうあきろう）
伊東内科医院長

●
●
●
●

判型：220×200㎜
頁数：172頁
製本：並製本糸綴じ
定価：5,400円（税込）

音楽史  MUSIC HISTORY
調性によるカラー版、
133人の作曲家1946曲

1694年～1717年に作曲された作品を色で表現

バッハの作品を色で表現

※本誌の表紙は、モーツァルトの作品を色で表現。

作品タイトル 作曲者 出身国 ジャンル 作曲・出版・初演年

３声のソナタ
Sonate a 3 op.1

アルビノーニ（１６７１～１７５１）
Tomaso Giovanni Albinoni

イタリア 室内楽 １６９４

ヴァイオリン・ソナタ
Suonate a violino op.5

コレッリ（１６５３～１７１３）
Arcangelo Corelli

イタリア 室内楽 １７００

４声のシンフォニアと５声の協奏曲
Sinfonie a 4 e concerti a 5 op.2

アルビノーニ（１６７１～１７５１）
Tomaso Giovanni Albinoni

イタリア 協奏曲 １７００

カプリッチョ 変ロ長調「最愛の兄の旅立ちにあたって」
Capriccio ‘Sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo’［伊］BWV.992

バッハ（大バッハ）（１６８５～１７５０）
Johann Sebastian Bach

ドイツ 独奏曲 １７０６？

５声の協奏曲（ヴァイオリン協奏曲）
Concerti a 5 op.5

アルビノーニ（１６７１～１７５１）
Tomaso Giovanni Albinoni

イタリア 協奏曲 １７０７

合奏協奏曲集
Concerti grossi con una pastorale per il santissimo Natale op.8

トレッリ（１６５８～１７０９）
Giuseppe Torelli

イタリア 協奏曲 １７０９

パストラーレ ヘ長調
Pastorale BWV.590

バッハ（大バッハ）（１６８５～１７５０）
Johann Sebastian Bach

ドイツ 独奏曲 １７１０？

合奏協奏曲集「調和の霊感」
Concerti ‘L’estro armonico’ op.3

ヴィヴァルディ（１６７８～１７４１）
Antonio Vivaldi

イタリア 協奏曲 １７１２

トッカータ，アダージョとフーガ ハ長調
Toccata, Adagio und Fuge BWV.564

バッハ（大バッハ）（１６８５～１７５０）
Johann Sebastian Bach

ドイツ 独奏曲 １７１２？

ヴァイオリン協奏曲集「ラ・ストラヴァガンツァ」
Concerti ‘La stravaganza’ op.4

ヴィヴァルディ（１６７８～１７４１）
Antonio Vivaldi

イタリア 協奏曲 １７１３

合奏協奏曲
Concerti grossi op.6

コレッリ（１６５３～１７１３）
Arcangelo Corelli

イタリア 協奏曲 １７１４

カンタータ第１２番 泣き，嘆き，憂い，おののき
Weinen, klagen, sorgen, zagen BWV.12

バッハ（大バッハ）（１６８５～１７５０）
Johann Sebastian Bach

ドイツ 声楽曲 １７１４

カンタータ第１８２番 天の王，よくぞ来ませり
Himmelskönig, sei willkommen BWV.182

バッハ（大バッハ）（１６８５～１７５０）
Johann Sebastian Bach

ドイツ 声楽曲 １７１４

カンタータ第２１番 わが心に憂い多かりき
Ich hatte viel Bekümmernis BWV.21

バッハ（大バッハ）（１６８５～１７５０）
Johann Sebastian Bach

ドイツ 声楽曲 １７１４

６つの組曲からなる小室内楽曲
Die kleine Kammermusik, bestehend aus 6 Partien

テレマン（１６８１～１７６７）
Georg Philipp Telemann

ドイツ 室内楽 １７１６

ヴァイオリン協奏曲集
Concerti a 5 stromenti op.6

ヴィヴァルディ（１６７８～１７４１）
Antonio Vivaldi

イタリア 協奏曲 １７１７

ヴァイオリン協奏曲集
Concerti a 5 stromenti op.7

ヴィヴァルディ（１６７８～１７４１）
Antonio Vivaldi

イタリア 協奏曲 １７１７？

組曲第１番 ハ長調
Ouvertüre Nr. 1 BWV.1066

バッハ（大バッハ）（１６８５～１７５０）
Johann Sebastian Bach

ドイツ 管弦楽曲 １７１７？

組曲第４番 ニ長調
Ouvertüre Nr. 4 BWV.1069

バッハ（大バッハ）（１６８５～１７５０）
Johann Sebastian Bach

ドイツ 管弦楽曲 １７１７？

水の上の音楽
Water music HWV.348~350

ヘンデル（１６８５～１７５９）
Georg Friedrich Händel（英 名George Frideric Handel）

ドイツ
イギリス 管弦楽曲 １７１７？

1952年～1967年に作曲された作品を色で表現

ヴェルディの作品を色で表現

ショパンの作品を色で表現

データベース化したCDを付属

作品タイトル 作曲者 出身国 ジャンル 作曲・出版・初演年

弦楽四重奏曲 第５番 変ロ長調
СтрунныйквартетNo.5 op.92

ショスタコーヴィチ（１９０６～１９７５）
ДмитрийДмитриевичШостакович/ Dmitry Dmitrievich Shostakovich

ロシア 室内楽 １９５２

人形の踊り―７つの子供の小品
Танцыкукол―7Детскихпьес

ショスタコーヴィチ（１９０６～１９７５）
ДмитрийДмитриевичШостакович/ Dmitry Dmitrievich Shostakovich

ロシア 独奏曲 １９５２～１９６２

２台のピアノのためのソナタ
Sonate pour 2 pianos

プーランク（１８９９～１９６３）
Francis Poulenc

フランス 独奏曲 １９５３

アゴン
Agon

ストラヴィンスキー（１８８２～１９７１）
Igor Fyodorovich Stravinsky/ ИгорьФедоровичСтравинский

ロシア
アメリカ

管弦楽曲
（バレエ） １９５３～１９５７

ある貴紳のための幻想曲
Fantasía para un gentilhombre

ロドリーゴ（１９０１～１９９９）
Joaquín Rodrigo

スペイン 協奏曲 １９５４

管弦楽のための舞踏組曲
Suite for dance

小倉朗（１９１６～１９９０）
Roh Ogura

日本 管弦楽曲 １９５４

弦楽四重奏曲 第６番 ト長調
СтрунныйквартетNo.6 op.101

ショスタコーヴィチ（１９０６～１９７５）
ДмитрийДмитриевичШостакович/ Dmitry Dmitrievich Shostakovich

ロシア 室内楽 １９５６

一角獣（ユニコーン）とゴルゴンと人頭獣（マンティコア），またはある詩人の３つの日曜日
The Unicorn, the Gorgon and the Manticore, or The three Sundays of a poet （マドリガル・バレエ,またはマドリガル物語）

メノッティ（１９１１～２００７）
Gian Carlo Menotti

イタリア
アメリカ

管弦楽曲
（バレエ） １９５６

ピアノ協奏曲 第２番 ヘ長調
КонцертдляФортепианасоркестромNo.2 op.102

ショスタコーヴィチ（１９０６～１９７５）
ДмитрийДмитриевичШостакович/ Dmitry Dmitrievich Shostakovich

ロシア 協奏曲 １９５７

ムーヴメンツ
Movements

ストラヴィンスキー（１８８２～１９７１）
Igor Fyodorovich Stravinsky/ ИгорьФедоровичСтравинский

ロシア
アメリカ 協奏曲 １９５８～１９５９

弦楽四重奏曲 第７番 嬰へ短調
СтрунныйквартетNo.7 op.108

ショスタコーヴィチ（１９０６～１９７５）
ДмитрийДмитриевичШостакович/ Dmitry Dmitrievich Shostakovich

ロシア 室内楽 １９６０

弦楽四重奏曲 第８番 ハ短調
СтрунныйквартетNo.8 op.110

ショスタコーヴィチ（１９０６～１９７５）
ДмитрийДмитриевичШостакович/ Dmitry Dmitrievich Shostakovich

ロシア 室内楽 １９６０

交響曲 ハ長調
Szimfónia

コダーイ（１８８２～１９６７）
Kodály Zoltán

ハンガリー 管弦楽曲 １９６１

弦楽四重奏曲 第１０番 変イ長調
СтрунныйквартетNo.10 op.118

ショスタコーヴィチ（１９０６～１９７５）
ДмитрийДмитриевичШостакович/ Dmitry Dmitrievich Shostakovich

ロシア 室内楽 １９６４

弦楽四重奏曲 第９番 変ホ長調
СтрунныйквартетNo.9 op.117

ショスタコーヴィチ（１９０６～１９７５）
ДмитрийДмитриевичШостакович/ Dmitry Dmitrievich Shostakovich

ロシア 室内楽 １９６４

合唱組曲「水のいのち」
Choral suite ‘Soul of Water’

高田三郎（１９１３～２０００）
Saburou Takata

日本 声楽曲 １９６４

弦楽四重奏曲 第１１番 へ短調
СтрунныйквартетNo.11 op.122

ショスタコーヴィチ（１９０６～１９７５）
ДмитрийДмитриевичШостакович/ Dmitry Dmitrievich Shostakovich

ロシア 室内楽 １９６６

ヴァイオリン協奏曲 第２番 嬰ハ短調
КонцертдляскрипкисоркестромNo.2 op.129

ショスタコーヴィチ（１９０６～１９７５）
ДмитрийДмитриевичШостакович/ Dmitry Dmitrievich Shostakovich

ロシア 協奏曲 １９６７

交響詩「十月革命」
Симфоническаяпоэма‘Октября’ op.131

ショスタコーヴィチ（１９０６～１９７５）
ДмитрийДмитриевичШостакович/ Dmitry Dmitrievich Shostakovich

ロシア 管弦楽曲 １９６７

合唱組曲「心の四季」
Choral suite ‘Season in Heart’

高田三郎（１９１３～２０００）
Saburou Takata

日本 声楽曲 １９６７
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アートギャラリー好風  ご 案 内

昭和堂ギャラリー
Showado Gallery KOFU

TEL.095-821-1240
FAX.095-823-8740
〒850-0875 長崎県長崎市栄町6-23 昭和堂ビル2F　

http://www.showado.co.jp
※駐車場がございませんので、付近の有料駐車場をご利用ください。
※展示会は都合により変更の場合もございますので事前にご確認のうえ、ご来場お願い申し上げます。

市民会館

FM長崎 眼鏡橋

前田お茶

ファミリーマート 昭和堂ギャラリー
  好風

自費出版サロン
ゆるり
昭和堂長崎支店

賑橋電停そば
ファミリーマートより
入って左側すぐ

長崎銀行

親和銀行

中央橋
交差点

賑橋電停

公会堂前
電停

西浜町電停

第2回  武蔵野美術大学校友会
長崎支部展
2017年 3月15日（水）～20日（月・祝）１０時３０分～１8時まで

あなたの想いを
本にしませんか
『ゆるり』とは、囲炉裏の意味。
囲炉裏を囲むように、皆さんで集まっていただける空間に・・・
との願いが込められています。
和の雰囲気を感じられる空間で、ゆっくりゆるりと、
本づくり談義に花を咲かせてみてはいかがですか。

TEL.095-828-1790
FAX.095-823-8740    http://www.showado.co.jp
〒850-0875 長崎市栄町6-23 昭和堂ビル2F

自費出版サロン

本づくりと展示会同時にできます!
貸ギャラリーお申し込み受付中

2017年 年齢早見表付き

下記ゆるり宛にハガキにて
お申込みください

自分史のススメ

5名の方へ
プレゼント！！

入場
無料

武蔵野美術大学卒業生の長崎在住者による第2回校友会長崎支部展を
開催いたします。昨年は初めての開催で、如何なる展覧会になるか不安の
スタートでしたが、予想を上回る多くのご来場をいただき、誠にありがとうご
ざいました。支部員の構成は、学部・短大・通信制などがあり、また専攻も美
術科、デザイン科、建築科など多岐にわたっています。
今回も、支部員相互の刺激となり個々の研修につながればとの思いです。
皆様にご高覧賜り、ご指導いただければ幸いに存じます。
ご来場をお待ちし、ご案内申し上げます。 永野映子藤原正孝

小林美佐 大串みどり 石橋由子
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障害関係
◎福祉型障害児入所施設 みのり園
◎障害者支援施設 三和みのり園
◎障害者支援施設 第二みのり園
◎多機能型事業所 平山友愛園
◎共同生活援助事業 グループホーム友愛
◎共同生活援助事業 グループホーム明心
◎共同生活援助事業 グループホームまどか
◎障害児通所支援事業所 みのり会キッズ・コム
◎障害児通所支援事業所 みのりっ子クラブ
◎障害者生活支援事業 みのり会生活支援センター
◎相談支援事業所 みのり

保育所
◎保育所 長与保育園
◎保育所 めぐみ保育園
◎保育所 のぞみ保育園
◎保育所 わかば保育園
◎保育所 道の尾保育園
◎放課後児童健全育成事業
　ながよっ子クラブ

◎児童養護施設 太陽寮

児童養護 ◎養護老人ホーム あいぎ荘
◎訪問介護事業所 あいぎ荘
◎特別養護老人ホーム 三和荘
◎通所介護事業所 三和荘
◎居宅介護支援事業所 三和荘

老人関係

◎救護施設 あいこう園

救護施設

みのり会で一緒に働きませんか

TEL 095-822-1092
FAX 095-822-1823
TEL 095-822-1092
FAX 095-822-1823

社会福祉法人  みのり会社会福祉法人  みのり会

2017
年
 春
   V
O
L.31

企
画
・
編
集
・
発
行
／
株
式
会
社
 昭
和
堂
  自
費
出
版
サ
ロ
ン
ゆ
る
り
　
〒
850-0875 長

崎
市
栄
町
6-23 昭

和
堂
ビ
ル
2F  TEL:095-828-1790  FAX:095-823-8740

【
本
づ
く
り
応
援
マ
ガ
ジ
ン
】


