
海
風
わ
た
る

三
浦
半
島

神
奈
川
県
の
南
東
の
先
に

小
さ
く
突
き
出
た
三
浦
半
島
。

気
軽
な
旅
先
で
出
合
え
る
の
は

温
暖
な
気
候
に
恵
ま
れ
た

こ
の
地
な
ら
で
は
の
幸
の
数
々
、

海
を
眺
め
る
畑
の
風
景
。

こ
ん
な
に
近
い
の
に
知
ら
な
か
っ
た

た
く
さ
ん
の
魅
力
を
見
つ
け
た
。
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半
島
の
恵
み
を
味
わ
う

　

ず
い
ぶ
ん
昔
に
見
た
映
画
の
シ
ー
ン
が
忘
れ
ら
れ
な

か
っ
た
。
舞
台
は
三
浦
半
島
。
ス
ク
リ
ー
ン
に
現
れ
た
の

は
、
大
画
面
い
っ
ぱ
い
の
キ
ャ
ベ
ツ
畑
。
こ
ん
な
場
所
が

あ
っ
た
の
か
、
と
衝
撃
を
う
け
た
。
北
海
道
か
と
見
ま
が

う
よ
う
な
広
大
な
畑
が
広
が
る
光
景
…
…
。季
節
を
待
ち
、

週
末
に
川
崎
市
内
か
ら
車
で
向
か
っ
た
。
ま
だ
コ
ー
ト
が

手
放
せ
な
い
時
季
、
そ
こ
で
は
春
が
来
る
前
の
最
後
の
収

穫
が
行
わ
れ
て
い
た
。

　
「
海
か
ら
吹
く
風
が
運
ぶ
ミ
ネ
ラ
ル
が
豊
か
な
土
壌
を

作
り
、
味
の
濃
い
お
い
し
い
野
菜
に
育
て
て
く
れ
ま
す
」

　

相
模
湾
と
富
士
山
を
望
む
畑
で
、
明
治
時
代
か
ら
続
く

青
木
農
園
の
七
代
目
、
青
木
紀
美
江
さ
ん
に
話
を
聞
い
た
。

今
も
畑
に
出
る
父
の
喜
一
さ
ん
（
73
歳
）
は
、
三
浦
に
お
け

る
〝
新
顔
野
菜
作
り
の
パ
イ
オ
ニ
ア
〞。
も
と
も
と
は
大
根

や
キ
ャ
ベ
ツ
を
作
っ
て
い
た
が
、「
季
節
に
応
じ
て
バ
ラ
エ

テ
ィ
ー
に
富
ん
だ
野
菜
を
作
っ
た
ほ
う
が
、
皆
に
喜
ん
で
も

ら
え
る
」
と
、
サ
ボ
イ
キ
ャ
ベ
ツ
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
野
菜

作
り
に
着
手
。
そ
こ
か
ら
レ
ス
ト
ラ
ン
や
惣
菜
店
な
ど
、
多

方
面
の
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
り
、「
珍
し
い
野
菜
、
サ

イ
ズ
や
色
な
ど
の
細
か
な
リ
ク
エ
ス
ト
に
応
え
る
、
オ
ー

ダ
ー
野
菜
作
り
」
が
主
な
な
り
わ
い
に
な
っ
た
。「
こ
の
野

菜
は
生
で
い
く
の
か
火
を
通
す
の
か
。
盛
り
付
け
る
お
皿
の

色
・
サ
イ
ズ
に
合
う
実
の
大
き
さ
、
葉
ま
で
含
め
た
サ
イ
ズ

は
ど
の
く
ら
い
が
適
当
か
、
そ
こ
ま
で
考
慮
す
る
」
と
い
う

野
菜
作
り
は
、
ま
る
で
調
理
人
と
の
共
同
制
作
の
よ
う
だ
。

　

年
間
約
80
種
も
の
野
菜
を
栽
培
す
る
青
木
農
園
が
、
何

よ
り
大
切
に
す
る
の
が
〝
旬
〞
だ
と
い
う
。「
野
菜
も
魚
も

三
浦
に
は
三
浦
の
旬
が
あ
り
、
や
は
り
旬
の
も
の
が
一
番

お
い
し
く
健
康
に
も
よ
い
」
た
め
だ
。
オ
ー
ダ
ー
野
菜
の

生
産
に
軸
を
置
い
て
10
年
。「
大
切
に
育
て
た
野
菜
が
調
理

さ
れ
、
お
客
さ
ま
が
味
わ
っ
て
く
だ
さ
る
。
そ
の
こ
と
に

感
謝
し
な
が
ら
、
農
園
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
お
客
さ
ま
を
つ

な
ぐ
新
し
い
取
り
組
み
を
、
自
分
の
代
で
始
め
た
い
」

　

父
か
ら
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
精
神
を
受
け
継
い
だ
紀
美
江
さ

ん
は
、
三
浦
野
菜
の
さ
ら
な
る
豊
か
さ
を
求
め
て
挑
戦
を

し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。

潮
風
が
運
ぶ
ミ
ネ
ラ
ル
が

お
い
し
い
野
菜
を
育
む

相模湾と富士山を望む青木農園。海風が運ぶミネラルが野菜たちにほのかな塩味をまとわせる。

［右］丸々と育った紫大根。サラ
ダなどに使われるという。［左］
独特な形状のロマネスコなども。
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三
崎
と
い
え
ば
マ
グ
ロ
。
三
崎
口
駅
で
は
駅
名
看
板
を
、

「
三
崎
マ
グ
ロ
駅
」
と
し
て
い
る
ほ
ど
（
期
間
限
定
）。
観
光
客

の
心
を
浮
き
立
た
せ
る
遊
び
が
う
れ
し
い
。
4
㎞
ほ
ど
南

の
三
崎
港
は
向
か
い
の
城
ヶ
島
が
自
然
の
防
波
堤
と
な
っ

て
、
古
く
か
ら
自
然
の
良
港
と
し
て
栄
え
、
遠
洋
、
沖
合
、

沿
岸
漁
業
の
拠
点
へ
と
発
展
し
た
。
八
戸
や
下
関
な
ど
と

並
ん
で
、「
特
定
第
3
種
漁
港
」
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
。

　

三
崎
港
の
魚
市
場
で
1
日
に
扱
わ
れ
る
マ
グ
ロ
の
数
は
、

多
い
と
き
は
1
0
0
0
本
に
も
な
る
と
い
う
。
港
か
ら
歩

い
て
す
ぐ
の
三
崎
下
町
エ
リ
ア
に
は
、
マ
グ
ロ
料
理
専
門

の
食
堂
が
軒
を
連
ね
、三
崎
港
に
は
「
う
ら
り
マ
ル
シ
ェ
」。

「
海
を
楽
し
む
里
、
魚
を
楽
し
む
里
」
の
「
海
・
楽
・
里
」

か
ら
「
う
ら
り
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
1
階
の
「
さ
か
な
館
」

に
は
、
マ
グ
ロ
専
門
店
や
旬
の
地
魚
、
海
藻
な
ど
の
水
産

加
工
品
、
総
菜
な
ど
を
扱
う
店
が
ず
ら
り
。
2
階
の
「
や

さ
い
館
」
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
三
浦
野
菜
が
並
ん
で
い
る
。

　

マ
グ
ロ
の
希
少
部
位
を
多
国
籍
料
理
で
味
わ
え
る
店
が

あ
る
と
聞
い
て
、
日
の
出
交
差
点
近
く
の
「
く
ろ
ば
亭
」

を
訪
ね
た
。
店
主
の
山
田
芳
央
さ
ん
の
父
は
、「
日
本
一

の
マ
グ
ロ
漁
師
」
と
も
い
わ
れ
た
伝
説
の
漁
師
だ
と
い
う
。

芳
央
さ
ん
は
、
父
と
と
も
に
「
マ
グ
ロ
の
可
能
性
」
を
追

求
し
た
い
と
料
理
の
腕
を
磨
き
、
50
年
前
に
店
を
開
い
た
。

現
在
は
、
店
主
の
息
子
・
拓
哉
さ
ん
、
孫
の
玄
太
さ
ん
と

三
代
そ
ろ
っ
て
、「
漁
師
が
編
み
出
し
た
沖
料
理
、
常
識

に
と
ら
わ
れ
な
い
店
の
味
」
を
提
供
し
て
い
る
。
大
ト
ロ
、

中
ト
ロ
、
赤
身
、
中
お
ち
な
ど
の
ほ
か
に
、
ハ
チ
（
脳
天
）、

心
臓
、
胃
袋
、
眼
肉
、
ノ
ド
、
尾
の
身
の
皮
、
骨
髄
な
ど

の
希
少
部
位
も
扱
う
。
マ
グ
ロ
料
理
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は

2
0
0
を
超
え
、
マ
グ
ロ
の
解
体
は
毎
日
。
予
約
を
す
れ

ば
、「
マ
グ
ロ
の
兜
焼
き
」
を
堪
能
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

予
約
客
が
来
る
ま
で
の
つ
か
の
間
、
希
少
部
位
を
生
で
い

た
だ
い
た
。
ハ
チ
だ
の
眼
肉
だ
の
初
め
て
の
味
わ
い
だ
っ

た
が
、
な
ん
と
旨
い
こ
と
か
。
素
人
に
も
新
鮮
さ
が
よ
く

わ
か
る
。
そ
し
て
、
三
浦
野
菜
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
サ

ラ
ダ
の
み
ず
み
ず
し
さ
、
美
し
さ
。

　

こ
こ
に
も
、
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
を
愛
し
、
代
々
の
な

り
わ
い
を
大
事
に
す
る
姿
が
あ
っ
た
。

余
さ
ず
食
べ
尽
く
す

三
崎
の
マ
グ
ロ

店先でマグロの解体をする玄太
さん。いつも人だかりの人気。

三崎ならではの楽しみは、マグロのさまざまな部位を使っ
ての料理。

三浦の旬が一堂に集まる「うらりマルシェ」の「やさい館」と「さかな館」。
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縁
あ
っ
て
「
プ
レ
ミ
ア
和
歌
山
」

の
「
パ
ー
ト
ナ
ー
」
を
し
て
い
る
。

県
と
そ
の
特
産
品
を
応
援
す
る
立
場

だ
。
先
日
は
推
奨
品
の
内
覧
会
に
参

加
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

　

特
別
賞
を
取
っ
た
商
品
が
お
も
し

ろ
い
。
太
田
商
店
の
「
紀
州
南
高
梅

ひ
つ
ま
ぶ
し
」。
太
田
有
哉
さ
ん
は
80

年
以
上
続
く
鰻
屋
の
四
代
目
だ
。
梅

の
名
産
地
で
鰻
、
は
肩
身
が
狭
か
っ

た
。
梅
と
鰻
は
食
べ
合
わ
せ
が
悪
い
、

と
言
わ
れ
て
き
た
か
ら
だ
。

　

調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
食
べ
合
わ

せ
は
根
拠
の
な
い
迷
信
と
判
明
す
る
。

そ
こ
で
鰻
と
梅
を
「
仲
直
り
さ
せ
る
」

気
に
な
っ
た
。
一
口
味
見
さ
せ
て
も

ら
っ
た
。
鰻
の
コ
ク
を
、
梅
の
風
味

が
支
え
て
、
突
出
し
た
酸
味
は
な
い
。

飽
き
た
ら
茶
漬
け
に
し
た
り
、
梅
の

ピ
ュ
ー
レ
で
酸
味
を
効
か
せ
た
り
で

き
る
。

　
「
い
わ
ゆ
る
味
変
で
す
ね
。
少
な
い

鰻
で
も
満
足
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に

と
考
え
ま
し
た
」

　

賞
を
取
っ
た
こ
と
で
「
今
日
か
ら

胸
を
張
っ
て
歩
け
る
」
と
笑
顔
を
見

せ
た
。

　

マ
グ
ロ
の
養
殖
で
有
名
な
近
畿
大

学
は
、
今
回
は
キ
ャ
ビ
ア
で
奨
励
賞

を
取
っ
た
。
ク
ラ
ッ
カ
ー
の
上
に
バ

タ
ー
と
キ
ャ
ビ
ア
が
載
っ
て
い
る
。

一
枚
目
は
堪
能
す
る
よ
り
先
に
胃
に

収
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
禁
断
の
二
枚

目
に
手
を
伸
ば
し
た
。
上
の
キ
ャ
ビ

ア
だ
け
舐
め
て
み
た
。
程
よ
い
塩
分

が
脂
に
包
ま
れ
て
舌
の
上
で
溶
け
た
。

　

毎
年
2
月
の
半
ば
に
な
る
と
、
イ

タ
リ
ア
の
ト
ス
カ
ー
ナ
へ
足
を
運
ぶ
。

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
空
港
か
ら
入
る
の
だ

が
、
観
光
を
含
め
て
訪
問
客
が
多
い
だ

ろ
う
に
、
未
だ
小
さ
な
飛
行
場
な
の
が

不
思
議
で
な
ら
な
い
。
と
も
あ
れ
、
こ

の
旅
の
目
的
は
、
最
新
ヴ
ィ
ン
テ
ー
ジ

の
ワ
イ
ン
を
た
っ
ぷ
り
試
飲
す
る
こ
と

に
あ
る
。
キ
ア
ン
テ
ィ
・
ク
ラ
ッ
シ
コ
、

ヴ
ィ
ー
ノ
・
ノ
ビ
レ
・
デ
ィ
・
モ
ン
テ

プ
ル
チ
ア
ー
ノ
、
ブ
ル
ネ
ッ
ロ
・
デ
ィ
・

モ
ン
タ
ル
チ
ー
ノ
と
い
っ
た
有
名
な
赤

ワ
イ
ン
の
産
地
へ
、
イ
タ
リ
ア
国
内
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
世
界
中
か
ら
ワ
イ

ン
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
集
う
賑
や
か
な

催
し
だ
。

　

ト
リ
を
務
め
る
ブ
ル
ネ
ッ
ロ・
デ
ィ
・

モ
ン
タ
ル
チ
ー
ノ
の
試
飲
会
は
、
シ
エ

ナ
よ
り
南
に
あ
る
モ
ン
タ
ル
チ
ー
ノ

　

こ
れ
も
奨
励
賞
の
「
ネ
ギ
ス
コ
ヴ
ィ

ル
」は
、ネ
ギ
の
タ
バ
ス
コ
だ
。「
赤
鬼
」

と
「
青
鬼
」
が
あ
り
、
赤
は
酸
味
が

ま
ろ
や
か
。
青
は
鋭
角
の
辛
味
が
あ

る
。
川
端
さ
ん
夫
妻
は
大
阪
出
身
だ

が
、
和
歌
山
の
印
南
町
で
野
菜
の
栽

培
を
始
め
た
。「
み
ん
な
前
向
い
て
、

食
卓
で
も
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑
っ
て
、
明
る

く
暮
ら
そ
う
よ
」
が
モ
ッ
ト
ー
で
、

ネ
ッ
ト
ス
ト
ア
の
名
前
は
「
ゲ
ラ
フ
ァ

ミ
リ
ー
」
に
し
た
。
問
題
は
印
南
町

が
台
風
の
通
過
地
点
だ
っ
た
こ
と
で
、

せ
っ
か
く
の
ネ
ギ
が
風
に
打
ち
倒
さ

れ
て
し
ま
う
。
味
は
同
じ
で
も
、
曲

が
っ
た
ネ
ギ
に
は
商
品
価
値
が
な
い
。

何
か
に
な
ら
な
い
も
の
か
と
工
夫
の

末
に
タ
バ
ス
コ
が
誕
生
し
た
。

　

73
種
類
の
推
奨
品
に
、
目
が
回
り

そ
う
に
な
っ
た
。
普
段
縁
の
な
い
川

魚
を
試
食
す
る
つ
も
り
に
な
っ
た
。
ま

ず
は
ナ
マ
ズ
の
蒲
焼
き
。「
熊
野
な
ま

ず
」
は
新
宮
市
の
綺
麗
な
地
下
水
で

養
殖
さ
れ
た
。
臭
み
が
な
く
、
淡
白

だ
が
味
が
深
い
。
刺
身
も
可
能
と
い

う
の
は
、
ぜ
ひ
食
べ
て
み
た
か
っ
た
。

　
「
あ
ゆ
チ
ョ
ビ
」
は
、鮎
と
ア
ン
チ
ョ

ビ
、
両
方
が
好
物
の
私
に
は
堪
え
ら

れ
な
い
。
魚
の
滋
味
に
、
わ
ず
か
な

苦
味
が
浮
か
ん
で
、
元
が
鮎
と
知
れ

る
。
売
り
物
に
な
ら
な
い
小
さ
な
鮎

を
、
発
想
の
転
換
で
商
品
化
し
た
。

日
置
川
町
商
工
会
の
唐
木
裕
子
さ
ん

か
ら
話
を
伺
っ
た
。
地
元
の
人
が
川

で
獲
っ
た
鮎
を
冷
凍
保
存
状
態
で
買

い
取
り
、
道
の
駅
の
ス
タ
ッ
フ
が
捌

き
、
一
ヶ
月
塩
漬
け
、
一
ヶ
月
オ
リ
ー

の
丘
の
頂
に
あ
る
街
の
中
で
開
催
さ

れ
る
。
今
年
は
2
0
1
5
年
の
ブ
ル

ネ
ッ
ロ
を
2
日
か
け
て
2
0
1
種
類

味
見
し
た
。
と
っ
て
も
小
さ
く
て
坂

道
が
多
く
、
街
と
い
う
よ
り
村
と
い

う
方
が
似
合
う
だ
ろ
う
か
。
住
む
人

た
ち
は
皆
ご
近
所
さ
ん
と
い
う
感
じ
。

毎
日
歩
く
習
慣
が
つ
い
て
い
る
か
ら

だ
ろ
う
、
し
わ
だ
ら
け
の
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
で
も
石
畳
の
坂
や
階
段
を
サ
ク
サ

ク
歩
く
姿
に
は
感
心
す
る
。

　

初
め
て
こ
こ
を
訪
れ
て
か
ら
、
毎

年
必
ず
一
度
は
食
べ
る
も
の
が
あ
る
。

「
ピ
ン
チ
」
と
い
う
パ
ス
タ
で
、
モ
ン

テ
プ
ル
チ
ア
ー
ノ
や
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

で
は
「
ピ
ー
チ
」
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
地
方
独
特
の
太
い
手
打
ち
麺
で
、

ま
る
で
日
本
の
讃
岐
う
ど
ん
!　

今

や
ブ
ル
ネ
ッ
ロ
・
デ
ィ
・
モ
ン
タ
ル

チ
ー
ノ
は
ア
メ
リ
カ
は
じ

め
各
国
で
大
人
気
の
た

め
、
造
り
手
の
数
も
増
え
、

観
光
客
も
相
当
増
え
て
豊

か
な
街
に
変
身
し
た
が
、

40
〜
50
年
前
ま
で
は
本
当

に
貧
し
い
場
所
だ
っ
た
と

い
う
。
だ
か
ら
昔
は
、
ピ

ン
チ
の
具
は
オ
リ
ー
ブ
オ

イ
ル
で
炒
め
た
パ
ン
粉
に

パ
セ
リ
。
と
も
か
く
お
腹

を
満
た
す
こ
と
が
第
一

だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

最
近
は
ピ
ン
チ
の
バ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
も
増
え
て
い

なごしやすこ

輸入元兼務を経て、フリーランス ワイン
ジャーナリストへ。WEBマガジン Wine 
Press Japanを主宰しながら専門誌を中
心に執筆を続け、2015年よりワイン&ス
ピリッツのビジネス誌WANDS（ウォンズ）
に入社し、2017年1月より代表。一夫一娘
と暮らしている。

おぎの あんな

1956年、神奈川県生まれ。小説家、慶應
義塾大学文学部教授。『背負い水』で芥
川賞（91年）、『ホラ吹きアンリの冒険』で
読売文学賞（2002年）、『蟹と彼と私』で
伊藤整文学賞（08年）を受賞。『ラブレー
で元気になる』、『殴る女』、『カシス川』ほ
か著書多数。

お
い
し
い
和
歌
山
、
想
い
と
事
情

讃
岐
う
ど
ん
に
赤
ワ
イ
ン
？

 
ア
ン
ナ
こ
ん
な
記 

ワ
イ
ン
を
愉
し
む
生
活

ブ
オ
イ
ル
漬
け
に
し
て
完
成
。

　
「
皆
が
鮎
を
獲
る
よ
う
に
な
り
、
鮎

の
い
る
川
を
も
っ
と
綺
麗
に
し
よ
う
、

と
い
う
動
き
が
出
て
き
ま
し
た
」

　

一
つ
の
商
品
が
成
立
す
る
こ
と
で
、

住
民
の
意
識
が
高
く
な
っ
た
わ
け
だ
。

　

デ
ザ
ー
ト
は
、
同
じ
日
置
川
の
「
川

添
茶
」
を
使
っ
た
フ
ィ
ナ
ン
シ
ェ
。

現
地
の
お
茶
農
家
は
年
々
減
少
し
て

い
る
。
お
菓
子
で
活
性
化
、
と
聞
け

ば
応
援
し
た
く
な
る
。
お
い
し
い
和

歌
山
の
背
後
に
は
、
様
々
な
想
い
と

事
情
が
あ
る
と
知
っ
た
。
鮎
の
下
る

川
に
、
そ
の
う
ち
行
っ
て
み
よ
う
か
。

る
が
、
一
番
の
お
勧
め
は
、
イ
ノ
シ
シ

肉
を
使
っ
た
ミ
ー
ト
ソ
ー
ス
の
ピ
ン

チ
・
ア
ル
・
チ
ン
ギ
ャ
ー
レ
。
こ
れ
に
、

ブ
ル
ネ
ッ
ロ
・
デ
ィ
・
モ
ン
タ
ル
チ
ー

ノ
の
弟
分
的
存
在
で
軽
め
で
フ
ル
ー

テ
ィ
ー
な
タ
イ
プ
の
ロ
ッ
ソ
・
デ
ィ
・

モ
ン
タ
ル
チ
ー
ノ
が
、
と
っ
て
も
よ
く

合
う
。
一
応
乾
麺
も
売
っ
て
い
る
の
だ

け
れ
ど
生
パ
ス
タ
と
は
雲
泥
の
差
な
の

で
、
何
度
か
買
っ
て
も
う
や
め
た
。
乾

麺
を
買
っ
て
帰
る
ぐ
ら
い
な
ら
、
手
打

ち
の
讃
岐
う
ど
ん
を
使
っ
た
方
が
ず
っ

と
美
味
し
い
と
思
う
か
ら
だ
。

　

ふ
り
返
れ
ば
こ
の
ト
ス
カ
ー
ナ
詣
で

は
、
も
う
す
ぐ
20
年
に
な
る
。
で
も
行

く
の
は
必
ず
2
月
で
、
ブ
ド
ウ
畑
で
は

芽
も
出
て
い
な
け
れ
ば
葉
っ
ぱ
も
な

い
。
で
き
れ
ば
い
つ
か
、
緑
豊
か
な
季

節
に
行
っ
て
み
た
い
な
ぁ
、
と
思
っ
た

り
す
る
の
で
し
た
。

3

3

荻
野
ア
ン
ナ

名
越
康
子
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安
閑
天
皇
と
后
の
関
係
を
通
し
て

ヤ
マ
ト
王
権
の
成
立
過
程
と
内
部
構

造
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
見
逃
せ
な

い
伝
承
が
八
王
子
市
川
口
町
の
今
熊

山
に
残
っ
て
い
る
。
行
方
不
明
者
の
居

場
所
が
分
る
山
と
し
て
、
か
つ
て
は
海

外
か
ら
も
来
訪
者
が
あ
っ
た
「
呼
ば

わ
り
山
」
に
関
す
る
伝
承
で
あ
る
。

　

大
和
の
笠か

さ
ぬ
い縫
村
を
出
発
し
た
安

閑
天
皇
の
一
行
が
激
し
い
嵐
に
会

い
、
御
伴
の
后
の
一
人
、
橘

た
ち
ば
な
の
な
か
つ
ひ
め

仲
皇
女

の
行
方
が
分
ら
な
く
な
っ
た
。
困
っ

た
天
皇
が
神
に
祈
っ
た
と
こ
ろ
、
今

熊
山
で
名
前
を
呼
べ
ば
居
場
所
が

分
る
と
の
お
告
げ
が
あ
っ
た
。
そ
こ

で
、
山
頂
で
后
の
名
前
を
呼
ん
だ

と
こ
ろ
童
に
神
憑
り
が
あ
り
、
居

場
所
が
分
っ
た
。（『
上
川
口
村
誌
』

な
ど
に
よ
る
）

まつもと つかさ

1950年、高知県生まれ。風
景写真家、歴史地理学者。
元町田市立博物館副館長。
著書に、写真詩集『天上を
翔る川 大雪山・石狩川幻の
源流』、『風水ウォーキング・
古代遺跡謎解きの旅』など。

安
閑
・
宣
化
天
皇

同
一
伝
承
と
二
人
の
后

3

　

今
熊
山
は
「
横よ

こ
ぬ
の
み
や
け

渟
屯
倉
」
の
最
大

の
拠
点
集
落
・
中
田
遺
跡
の
生
活
河

川
（
川
口
川
）
を
発
す
る
聖
山
で
、
山

頂
付
近
は
秩
父
・
毛
野
・
甲
斐
・
武
蔵
・

相
模
な
ど
と
都
を
結
ぶ
古
代
交
通
の

十
字
路
に
な
っ
て
い
た
。

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、『
日
本
書
紀
』

で
は
安
閑
天
皇
の
弟
で
あ
る
宣
化
天

皇
の
后
と
さ
れ
る
橘
仲
皇
女
が
、
こ
の

伝
承
で
は
安
閑
天
皇
の
后
と
し
て
登

場
す
る
こ
と
だ
。
最
初
、
こ
の
伝
承

を
知
っ
た
と
き
、
私
は
単
な
る
錯
誤
か

と
思
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ど
う
も
そ
う

で
は
な
い
ら
し
い
。
と
い
う
の
は
、『
新

編
武
蔵
風
土
記
稿
』
の
編
纂
に
も
あ

た
っ
た
八
王
子
出
身
の
当
代
き
っ
て
の

知
識
人
、
植う

え
だ
も
う
し
ん

田
孟
縉
が
『
武
蔵
名
勝

図
会
』
の
中
で
、「
日
本
紀
に
云
く
、

宣
化
天
皇

4

4

4

4

元
年
、
武
蔵
国
造
謹
み
て

国
家
の
為
に
横
渟
そ
の
外
三
所
の
屯

倉
を
奉
置
す
」
と
書
い
て
い
る
の
で
あ

る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、『
日
本
書
紀
』

が
こ
れ
ら
の
屯
倉
の
設
置
者
と
す
る

の
は
、
安
閑
天
皇
で
あ
る
。

　

こ
の
疑
問
が
解
け
た
の
は
、

一
九
九
五
年
四
月
、
安
閑
天
皇
を
祭
る

八
王
子
市
加
住
町
の
勝
手
神
社
に
長

田
喜
兵
衛
さ
ん
（
九
十
四
歳
）
を
訪
ね

た
と
き
の
こ
と
だ
っ
た
。

　
「
こ
の
話
は
十
年
ほ
ど
前
に
九
十
一

歳
で
亡
く
な
っ
た
近
所
の
青
木
鎮
彦

さ
ん
か
ら
聞
い
た
も
の
で
す
。
鎮
彦
さ

ん
は
よ
く
、『
う
ち
の
先
祖
は
宣
化
天

皇
だ
』
と
言
っ
て
い
た
。
鎮
彦
さ
ん
が

言
う
に
は
、
代
々
名
主
を
し
て
き
た
青

木
家
で
は
安
閑
天
皇
と
宣
化
天
皇
は

同
じ
人
で
、
朝
鮮
半
島
か
ら
の
帰
化

人
だ
と
伝
わ
っ
て
い
る
と
言
う
ん
だ
」

　
「
明
治
の
文
部
省
の
教
育
で
、

神じ
ん
む武
・
綏す

い
ぜ
い靖
・
安あ

ん
ね
い寧
…
…
と
暗
唱
さ

せ
ら
れ
た
と
き
も
、
こ
の
辺
り
で
は
宣

化
は
あ
っ
た
が
安
閑
は
な
か
っ
た
。
安

閑
は
こ
こ
百
年
以
内
の
も
ん
だ
ろ
う
。

『
日
本
書
紀
』
に
書
い
て
あ
る
と
い
っ

て
も
、
江
戸
時
代
に
は
天
皇
の
系
図

な
ん
て
恐
ら
く
誰
も
知
っ
て
い
る
人

は
な
い
だ
ろ
う
。
公
家
ぐ
ら
い
の
も
ん

じ
ゃ
な
い
か
な
。
あ
と
知
る
必
要
な
い

も
の
」

　

帰
化
人
云
々
は
さ
て
お
き
、
安
閑

と
宣
化
が
同
一
人
物
な
ら
、
橘
仲
皇
女

が
安
閑
の
后
で
も
お
か
し
く
は
な
い
。　

　

し
か
し
、
そ
う
す
る
と
新
た
な
疑

問
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、
安
閑
は
春

日
山
田
皇
后
と
は
決
し
て
子
ど
も
を

つ
く
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
の
に
、な
ぜ
、

橘
仲
皇
女
と
は
宅や

か
べ
の
み
こ

部
皇
子
を
も
う
け

た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
系
譜
研
究
で
は
定
評
の
あ

る『
古
代
氏
族
人
名
辞
典
』（
坂
本
太
郎
・

平
野
邦
雄
監
修
）
や
宝
賀
寿
男
氏
ら
の

著
書
を
紐
解
く
と
、
春
日
山
田
と
橘

仲
皇
女
と
で
は
そ
の
出
自
に
大
き
な

違
い
が
あ
る
こ
と
が
分
る
。
春
日
山
田

の
先
祖
は
、
卑
弥
呼
と
邪
馬
台
国
連

合
を
構
成
し
た
北
九
州
の
奴な

こ
く国

（
倭わ
の
な
こ
く

奴
国
＝
ワ
ニ
国
？
）に
遡
る
ら
し
い
。

春
日
山
田
は
弥
生
時
代
に
ス
タ
ー
ト

す
る
「
国
」
の
看
板
を
背
負
っ
た
王

族
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
橘
仲
皇
女
の

血
統
は
同
じ
春
日
氏
系
で
は
あ
っ
て

も
王
族
で
は
な
い
。
後
に
天
皇
・
皇
后

の
身
辺
の
世
話
を
す
る
采う

ね
め女
と
呼
ば

れ
る
女
官
を
出
す
豪
族
だ
。
橘
仲
皇

女
の
祖
母
は
雄
略
天
皇
と
の
一
夜
の

交
り
で
娘
を
生
み
、妃
に
な
っ
て
い
る
。

乱
暴
に
言
え
ば
春
日
山
田
の
血
統
は

正
室
系
で
あ
り
、
橘
仲
皇
女
は
側
室

系
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
朝
日
新
聞
や
Ｎ
Ｈ
Ｋ

の
特
別
番
組
で
広
く
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
だ
が
、
百
二
十
五
代
ほ

ど
に
及
ぶ
天
皇
の
う
ち
約
半
分
が
側

室
の
子
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
過
去

四
百
年
に
限
れ
ば
、
正
室
の
子
は
、

特
殊
な
事
情
で
即
位
し
た
江
戸
時
代

の
明
正
天
皇
（
女
帝
）
と
、
側
室
制
度

が
廃
止
さ
れ
た
後
の
昭
和
天
皇
・
上

皇
・
現
天
皇
を
除
け
ば
一
人
も
い
な
い

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
し

た
こ
と
か
。

松
本 

司

　

山
岳
民
族
の
中
で
も
、
特
に
美
意
識
が

高
い
と
言
わ
れ
る
リ
ス
族
。
色
彩
感
覚
は

抜
群
で
、
日
常
生
活
に
根
付
く
民
族
衣
装

の
色
合
い
は
と
て
も
カ
ラ
フ
ル
で
す
。
藍
染

の
黒
に
始
ま
り
青
や
緑
、
最
近
で
は
ピ
ン

ク
や
オ
レ
ン
ジ
、
金
銀
ラ
メ
入
り
、
中
に

は
花
柄
の
も
の
も
…
…
と
、
華
や
か
で
す
。

　
「
自
分
の
と
こ
ろ
が
一
番
!
」。
リ
ス
族

と
話
し
て
い
て
、
た
び
た
び
耳
に
す
る
言

葉
で
す
。
リ
ス
族
の
「
リ
ス
」
と
は
「
高

貴
な
人
」と
い
う
意
味
。プ
ラ
イ
ド
が
高
く
、

競
争
心
が
強
い
と
い
う
の
も
特
徴
で
す
。

『
ミ
ド
ゥ
（
名
声
）』
と
批
判
と
の
微
妙
な

バ
ラ
ン
ス
で
成
り
立
つ
社
会
で
、
外
か
ら

き
た
お
役
人
や
N
G
O
関
係
者
が
、
関
係

を
つ
く
る
の
に
も
っ
と
も
苦
労
す
る
民
族

だ
と
か
。
群
を
抜
い
た
リ
ス
族
の
衣
装
の

華
や
か
さ
の
背
景
に
は
、「
一
番
」
に
こ
だ

わ
る
彼
ら
の
プ
ラ
イ
ド
が
あ
る
の
で
す
。

　

リ
ス
族
の
女
性
の
衣
装
は
、
と
に
か
く

カ
ラ
フ
ル
で
華
や
か
。
腰
か
ら
下
げ
る
ポ

ン
ポ
ン
の
数
は
、
2
0
0
〜
3
0
0
個
に

も
な
り
ま
す
。
ポ
ン
ポ
ン
は
日
本
の
よ
う

撮影=橋本裕貴
協力=シャンティ国際ボランティア会　　
https://sva.or.jp

リ
ス
族
の
ポ
ン
ポ
ン

少
数
民
族
の

美
し
い
手
仕
事

2

に
ま
ん
丸
で
は
な
く
、
楕
円
の
よ
う
な
独

特
な
形
。
派
手
好
み
の
リ
ス
族
で
は
、
ポ

ン
ポ
ン
の
数
が
1
0
0
個
以
下
だ
と
怠
け

者
扱
い
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
競
い
合
う

う
ち
、
5
0
0
個
以
上
も
つ
け
る
よ
う
に

な
っ
た
時
期
も
あ
る
と
い
い
ま
す
。

　

衣
装
の
衿
や
袖
に
は
虹
の
よ
う
に
カ
ラ

フ
ル
な
極
細
の
重
ね
縫
い
を
施
し
、
帽
子

か
ら
は
カ
ラ
フ
ル
な
ビ
ー
ズ
や
紐
を
下
げ

ま
す
。
彼
女
た
ち
は
、
紐
に
も
と
て
も
こ

だ
わ
り
ま
す
。
紐
を
作
る
布
の
色
だ
け
で

な
く
、
ス
テ
ッ
チ
に
も
気
を
抜
き
ま
せ
ん
。

赤
い
布
に
は
黄
緑
の
糸
、
黄
色
の
布
に
は

青
い
糸
と
い
う
具
合
。
1
本
ず
つ
縫
っ
て

い
く
の
は
、
気
が
遠
く
な
る
よ
う
な
時
間

を
要
す
る
作
業
で
す
。

　

女
性
が
着
る
チ
ュ
ニ
ッ
ク
の
衿
と
袖
、

肩
の
ヨ
ー
ク
に
は
、
細
い
布
を
一
色
ず
つ

重
ね
て
縫
い
付
け
た
飾
り
を
つ
け
ま
す
。

ベ
ル
ト
に
も
使
わ
れ
る
こ
の
重
ね
縫
い
は

リ
ス
族
の
大
事
な
伝
統
技
術
。
お
土
産
も

の
に
も
よ
く
見
か
け
る
も
の
で
す
。
お
祭

り
の
盛
装
の
時
に
は
、
ベ
ル
ベ
ッ
ト
素
材

の
ベ
ス
ト
に
、
銀
の
飾
り
を
び
っ
し
り
と

縫
い
付
け
た
も
の
、
銀
の
首
飾
り
、
両
耳

を
チ
ェ
ー
ン
で
結
ぶ
ピ
ア
ス
ネ
ッ
ク
レ

ス
、
銀
の
腕
輪
…
…
な
ど
な
ど
。
リ
ス
族

に
と
っ
て
ゴ
ー
ジ
ャ
ス
な
装
い
の
た
め
の

手
仕
事
は
、
欠
か
せ
な
い
も
の
な
の
で
す
。

リス族

起源: 中国の揚子江流域北部から中国
雲南省にかけて。
居住域: 中国、ミャンマー、ベトナム、ラ
オス、タイ

今熊神社参道入り口付近から見た今熊山。
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腰
痛
は
、国
民
生
活
基
礎
調
査
の「
自

覚
症
状
の
あ
る
病
気
や
け
が
」で
常
に

1
位
、
2
位
に
挙
が
り
、
日
本
人
の
約

80
％
が
経
験
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
非

常
に
身
近
な
症
状
で
す
。
多
く
は
心
配

の
な
い
腰
痛
で
す
が
、
中
に
は
一
刻
も

早
く
治
療
す
べ
き
も
の
も
あ
り
ま
す
。

今
回
は
危
な
い
腰
痛
の
見
分
け
方
を
紹

介
し
ま
し
ょ
う
。

　

腰
痛
の
原
因
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す

が
、
原
因
が
分
か
り
病
名
が
つ
け
ら
れ

る
も
の
は
案
外
少
な
く
、
大
半
は
心
配

な
異
常
や
疾
患
が
な
い
、
原
因
が
は
っ

き
り
と
分
か
ら
な
い「
非
特
異
的
腰
痛
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
ぎ
っ
く
り
腰

（
腰
椎
捻
挫
）や
変
形
性
腰
椎
症
な
ど
も

こ
れ
に
含
ま
れ
ま
す
。
加
齢
や
姿
勢
の

悪
さ
な
ど
に
よ
っ
て
腰
周
囲
の
骨
が
変

化
し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
筋
肉
や
筋

膜
、
靭
帯
、
椎
間
関
節
、
椎
間
板
な
ど

に
微
小
な
障
害
が
起
こ
っ
て
い
て
痛
み

が
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

一
方
で
、
画
像
検
査
な
ど
に
よ
っ
て

原
因
と
な
る
異
常
や
疾
患
が
分
か
る

腰
痛
も
あ
り
ま
す
。
代
表
的
な
も
の
と

し
て
は
、
腰
椎
椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
、
脊

椎
分
離
症
・
す
べ
り
症
、
腰
部
脊
柱
管

狭
窄
症
な
ど
。
ま
た
、
高
齢
者
で
は
圧

迫
骨
折
が
原
因
の
場
合
も
あ
り
ま
す
。

他
に
、
が
ん
の
骨
転
移
、
化
膿
性
脊
椎

炎
な
ど
の
感
染
症
、
さ
ら
に
は
尿
路
結

石
や
腎
盂
腎
炎
な
ど
の
泌
尿
器
疾
患
、

婦
人
科
系
疾
患
、
急
性
膵
炎
や
胆
石

症
な
ど
の
消
化
器
疾
患
に
よ
っ
て
も
腰

痛
は
起
こ
り
ま
す
し
、
大
動
脈
解
離
や

腹
部
大
動
脈
瘤
と
い
っ
た
疾
患
で
も

腰
の
あ
た
り
に
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

難
し
そ
う
な
病
名
が
並
ん
で
い
ま

す
が
、
腰
痛
の
原
因
が
何
か
を
考
え

る
の
は
医
師
に
任
せ
て
、
皆
さ
ん
に
は

危
険
な
腰
痛
の
見
分
け
方
を
知
っ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
超
緊
急

で
受
診
し
た
ほ
う
が
よ
い
腰
痛
な
の

か
、
超
緊
急
で
は
な
い
が
早
め
に
受
診

し
た
ほ
う
が
よ
い
腰
痛
な
の
か
、
自
分

で
ケ
ア
で
き
る
腰
痛
な
の
か
の
目
安

を
知
り
、
受
診
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逃
さ
な

い
よ
う
に
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
と
て

も
大
切
で
す
。

　

ま
ず
、
超
緊
急
で
の
受
診
が
必
要
な

の
は
、
下
肢
が
し
び
れ
た
り
感
覚
が
鈍

い
、
力
が
入
り
に
く
い
、
お
し
っ
こ
や

便
が
出
に
く
い
ま
た
は
漏
れ
て
し
ま
う

と
い
っ
た
症
状
が
あ
る
場
合
で
す
。
原

因
と
な
っ
て
い
る
神
経
の
圧
迫
を
一
刻

も
早
く
手
術
で
取
り
除
か
な
け
れ
ば
、

後
に
麻
痺
や
排
尿
・
排
便
障
害
が
残
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
突
然
に
強
い
痛
み
が
生
じ
た

場
合
に
も
注
意
が
必
要
で
す
。「
突
然
」

と
い
う
の
は「
ち
ょ
う
ど
〇
〇
を
し
て

い
た
時
」と
思
い
出
せ
る
ほ
ど
の
時
間

感
覚
を
い
い
ま
す
。
腰
痛
に
限
ら
ず
、

「
突
然
の
強
い
痛
み
は
要
注
意
」と
覚
え

て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
痛
み
が
ど

ん
ど
ん
強
ま
っ
て
い
る
場
合
も
受
診
す

べ
き
状
態
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

安
静
に
し
て
い
て
も
強
い
痛
み
が
あ

る
、
心
臓
の
鼓
動
に
合
わ
せ
る
よ
う
に

痛
み
が
出
る
、
鋭
い
痛
み
、
ピ
リ
ピ
リ

す
る
よ
う
な
痛
み
が
あ
る
場
合
も
、
で

き
る
だ
け
早
く
受
診
す
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

　

発
熱
や
体
重
減
少
な
ど
腰
痛
以
外
に

気
に
な
る
症
状
が
あ
る
方
、
こ
れ
ま
で

腰
痛
を
経
験
し
な
か
っ
た
の
に
最
近
、

痛
み
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ

た
方
も
、
一
度
受
診
し
て
原
因
を
調
べ

て
も
ら
う
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

　

繰
り
返
す
腰
痛
の
場
合
は
、
い
つ
も

の
腰
痛
と
の
違
い
を
意
識
し
て
、
危
険

な
腰
痛
の
サ
イ
ン
に
気
づ
く
こ
と
が
大

切
で
す
。

一
刻
も
早
く
受
診
す
べ
き

腰
痛
の
症
状
は
コ
レ
！

Dr.
岸
田
の
緊
急
サ
イ
ン
を
見
逃
す
な
！

腰痛でこんな症状があれば要注意！

下半身がしびれる、感覚が鈍い、
力が入りにくい

おしっこや便が出にくかったり、
漏れてしまう

突然に強い痛みが生じた

痛みがどんどん強くなる

痛みが発生している場所が特定できず
腰から腹部にも広がる痛みがある

横になって安静にしていても
楽にならない

朝より夕方に痛みが増したり、歩くと痛む

痛みが突然に起こった

第
3
回

2002年旭川医科大学卒業。手稲渓仁会病院総合内
科・感染症科などを経て14年より現職。北海道科学
大学薬学部客員教授（臨床推論）。著書に『誰も教え
てくれなかった“風邪”のみかた』（医学書院）、『総合
診療医が教える よくある気になるその症状』（じほ
う、2015）など。

Sapporo Medical Academy 
代表理事
総合診療医・感染症医

（MD、MPH）
感染症コンサルタント
岸田 直樹 先生
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今
回
は
、
認
知
症
の
代
表
的
な
症
状

で
あ
る
記
憶
障
害
に
つ
い
て
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。
同
じ
話
を
繰
り
返
す
、
約
束

を
す
っ
ぽ
か
す
、
同
じ
も
の
を
何
度
も

買
っ
て
く
る
―
―
。
認
知
症
の
方
に
よ

く
み
ら
れ
る
行
動
で
す
。
こ
う
し
た
行

動
に
接
す
る
と
私
た
ち
は
つ
い
、「
ま

た
同
じ
話
を
し
て
」と
か
、「
大
事
な
こ

と
を
な
ぜ
忘
れ
る
の
か
」と
、
イ
ラ
イ

ラ
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
認
知
症
の
記
憶
障
害
は
、
私
た

ち
が
し
ば
し
ば
経
験
す
る「
も
の
忘
れ
」

と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
す
。
そ
の
こ

と
を
知
る
と
、
ど
う
付
き
合
っ
て
い
け

ば
よ
い
か
が
見
え
て
き
ま
す
。

　

認
知
症
の
記
憶
障
害
に
は「
記
銘
力

低
下
：
ひ
ど
い
物
忘
れ
」「
全
体
記
憶
の

障
害
：
体
験
を
丸
ご
と
忘
れ
る
」「
記
憶

の
逆
行
性
喪
失
：
現
在
か
ら
過
去
に
向

け
て
記
憶
を
失
っ
て
い
く
」と
い
う
特

徴
が
あ
り
ま
す
。

　
「
記
銘
力
低
下
：
ひ
ど
い
物
忘
れ
」は
、

見
た
り
、
聞
い
た
り
、
話
し
た
直
後
に

記
憶
か
ら
す
っ
か
り
抜
け
落
ち
る
と
い

う
も
の
。
認
知
症
の
方
が
何
度
も
同
じ

こ
と
を
話
す
の
は
、
こ
の
記
銘
力
低
下

に
よ
る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
通
常
は
、
細
か
い
こ
と
は
忘

れ
て
も
体
験
し
た
出
来
事
を
丸
ご
と
忘

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
認
知
症

の
記
憶
障
害
は
出
来
事
の
全
体
を
ご
っ

そ
り
忘
れ
て
し
ま
う「
全
体
記
憶
の
障

害
」と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
昨
日
出
掛
け
た
先
で
何
が
あ
っ
た

か
だ
け
で
な
く
、
出
掛
け
た
こ
と
自
体

を
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
事
実
を
教
え

よ
う
と
し
て
つ
い
、「
昨
日
、
一
緒
に

出
掛
け
た
じ
ゃ
な
い
の
」な
ど
言
っ
て

し
ま
い
が
ち
で
す
。

　

し
か
し
、
記
憶
に
な
い
こ
と
は
本
人

に
と
っ
て
は
事
実
と
は
い
え
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
私
た
ち
が
見
知
ら
ぬ
人
か
ら

昨
日
貸
し
た
お
金
を
返
し
て
ほ
し
い
と

言
わ
れ
た
と
き
、
全
く
記
憶
に
な
け
れ

ば
お
金
を
借
り
た
こ
と
を
決
し
て
認
め

な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
と
同
じ
で
す
。

認
知
症
の
方
に
し
て
み
れ
ば
、「
そ
ん

な
事
実
は
な
い
の
に
、
な
ぜ
こ
の
人
は

こ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
」と
混

乱
す
る
ば
か
り
で
す
。

　

記
憶
障
害
の
3
つ
目
の
特
徴
で
あ
る

「
記
憶
の
逆
行
性
喪
失
」は
、
記
憶
を
過

去
に
遡
っ
て
失
っ
て
い
き
、
最
後
に
残

っ
た
記
憶
の
世
界
が
本
人
に
と
っ
て
の

現
在
の
世
界
と
な
る
と
い
う
特
徴
で
す
。

　

例
え
ば
、
認
知
症
の
女
性
が
朝
早
く

台
所
で
ガ
ス
コ
ン
ロ
の
上
に
電
気
炊
飯

器
を
置
い
て
火
を
つ
け
よ
う
と
し
て
い

た
。
発
見
し
た
家
族
が
叱
る
と
、
そ
の

女
性
は
、「
今
日
は
息
子
の
遠
足
な
の

で
お
弁
当
を
作
ろ
う
と
思
っ
て
…
…
」

と
話
し
た
―
―
。
こ
の
女
性
は
記
憶
が

逆
行
し
、
今
は
息
子
が
小
さ
か
っ
た
こ

ろ
の
世
界
に
住
ん
で
い
る
と
い
え
ま

す
。
そ
の
こ
と
を
理
解
す
れ
ば
、「
何

や
っ
て
い
る
の
！
」と
叱
る
の
で
は
な

く
、
彼
女
の
世
界
を
認
め
て
、「
息
子

さ
ん
、
遠
足
楽
し
み
に
し
て
い
る
で

し
ょ
う
ね
。
お
手
伝
い
し
ま
す
よ
」と

言
っ
て
、
コ
ン
ロ
か
ら
引
き
離
す
と
い

っ
た
対
応
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

　

施
設
に
入
居
す
る
認
知
症
の
方
が

夕
方
に
な
る
と「
家
に
帰
る
」と
言
い
出

す
の
も
、
嫁
の
こ
と
を
妻
と
勘
違
い
す

る
の
も
、
同
様
に
記
憶
の
逆
行
性
喪
失

の
法
則
に
当
て
は
め
、
今
、
そ
の
方
が

ど
こ
の
世
界
に
い
る
の
か
を
把
握
で
き

れ
ば
納
得
が
い
き
ま
す
。

　
「
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
を
す
る
の

か
」と
思
っ
た
と
き
に
は
、
ぜ
ひ
、
こ

の
認
知
症
の
記
憶
障
害
の
3
つ
の
特
徴

を
思
い
出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
困
っ

た
行
動
を
起
こ
す
理
由
が
少
し
理
解

で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
い

く
ら
言
っ
て
聞
か
せ
よ
う
と
し
て
も
本

人
は
混
乱
す
る
ば
か
り
と
い
う
こ
と

や
、
そ
の
世
界
に
付
き
合
う
こ
と
で
本

人
が
不
安
に
な
ら
ず
穏
や
か
に
過
ご

せ
る
と
い
う
こ
と
も
、
分
か
っ
て
い
た

だ
け
る
と
思
い
ま
す
。「
そ
ん
な
も
の

だ
」と
思
え
れ
ば
、
そ
の
行
動
に
振
り

回
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

認
知
症
と
そ
の
家
族
に
寄
り
添
う

［記銘力低下］
話したことも、見たことも、行ったことも、直後には忘れ
てしまうほどのひどい物忘れ。同じことを繰り返すのは、
毎回忘れてしまうため。
［全体記憶の障害］
食べたことなど体験したこと全体を忘れてしまう。
［記憶の逆行性喪失］
現在から過去にさかのぼって忘れていくのが特徴。昔の世
界に戻っている。

「認知症をよく理解するための9大法則・1原則」より抜粋（第1回掲載）

1947年愛知県生まれ。1973年東京大学医学部卒業。東京大学医学
部附属病院で内科研修後、患者・家族とともにつくる地域医療に取
り組もうと考え、1975年川崎幸病院に勤務。以来、内科の診療と在
宅医療に取り組む。1987年川崎幸病院副院長に就任。98年に川崎
幸病院の外来部門として川崎幸クリニックが設立、同院院長に就任。
81年から公益社団法人認知症の人と家族の会（旧：呆け老人をかか
える家族の会）の活動に参加。全国本部の副代表理事、神奈川県支
部代表。公益社団法人日本認知症グループホーム協会顧問、公益財
団法人さわやか福祉財団評議員ほか。認知症に関する著書も多数。

神奈川県・川崎幸クリニック院長
公益社団法人認知症の人と家族の会
副代表理事
杉山 孝博 先生

第
3
回

認
知
症
の
記
憶
障
害
に
つ
い
て

理
解
を
深
め
よ
う

認知症の記憶障害をよく理解するために知っておきたい法則
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蘂046-263-3806 
大和市大和南1-8-1 大和市文化創
造拠点シリウス 
賚9時～20時 贊無休 猾あり 
https://yamato-bunka.jp/hall

やまと芸術文化ホール

Menu
⃝ 6/27㈯14時開演（13時30分開場）
　 S席4,500円、A席3,500円
　 学生料金（26歳未満）あり、未就学児入場不可

メンバー全員が世界的スタープレーヤー集団
「レ･ヴァン･フランセ」。今年の来日ツアー、神
奈川県での開催は音響に定評あるやまと芸術
文化ホールのみ。フランスのエスプリを受け
継ぐ世界最高水準の演奏は必聴。

世界最高峰の木管アンサンブル
神奈川公演

大和

深見台大和東一丁目

至横浜相鉄本線

至
相
模
大
野

みずほ

アオキ ©wildundleise. de Georg Thum 2014

蘂0120-10-7834 
川崎市麻生区王禅寺西3-7-15
賚7時～17時 
http://www.furu-tatami.com

古林畳店 

Menu
⃝ 一般家庭用畳表（熊本産）
 7,800円＋税
⃝ 高級畳表 9,500円＋税

新生活は新しい畳の香りに包
まれて始めたい。同店では畳
の引き上げ、張り替え共に1
日の中で仕上げてくれる。畳
替えが初めてでも安心。立ち
合いは約1時間。ペットがい
るなら撥水性、耐久性がある
「和紙畳」がおすすめだ。

新しい畳で快適な
生活をスタート

王禅寺
五差路

南百合丘小南

尻手
黒川
道路宮
前
平

羽毛ふとんのリフォームで
資源を大切に

Menu

⃝ 羽毛ふとんのリフォーム 
　 ※足し羽毛200g込
・通常コース 28,000円＋税～
・ ロイヤルスターコース（ゴアテック

スの生地使用） 67,000円＋税～
⃝ 羽毛ふとんの丸洗い 8,800円＋税

愛用中の羽毛ふとんの羽毛が飛び出した
り、衛生面で悩んでいたりするなら羽毛ふ
とんのリフォームがおすすめ。同店では羽
毛診断士が1枚ずつ丁寧に確認、羽毛の状
態をチェックしてリフォームしてくれる。
「長く使える一生モノのふとんが欲しい」と
いう方には軽くて暖かく、優れた吸湿発散
性のある同店の羽毛ふとんを。親から子へ
世代を超えて受け継ぐこともできる。

蘂044-965-3081 川崎市麻生区上麻
生1-4-1 新百合ヶ丘エルミロード4F 
賚10時～21時 贊エルミロード休館日 猾
あり http://www.sleepsquare.jp

西川寝具専門店 
S

ス リ ー プ

LEEP S
ス ク エ ア

QUARE 新百
合ヶ
丘
至新
宿

横浜銀行

オーパ

エルミロード

イオン
スタイル

蘂0465-24-3400 
神奈川県小田原市栄町2-1-29 
賚11時～23時（L.O.22時30分） 
贊無休　JR・小田急小田原駅から徒歩1分
http://irifune-group.com

寿司・海鮮料理 入船 小田原駅前店

初夏の訪れを感じる箱根・小田原で、ぜひ
とも味わっておきたいのが旬の地魚。小田原
駅の目の前、徒歩1分のところにある同店で
は、寿司職人や天ぷら職人が手がける鮮魚
料理がランチから気軽に楽しめる。新鮮さに
こだわった鯵のメニューや名物の小田原おで
んなどもあり、贅沢な時間が過ごせる。予約
可能な個室もあるので、誕生日や結婚記念
日などのお祝いの席にも最適。

港町・小田原で鮮魚を食す
至福のひととき

Menu

⃝ ランチ 2,000円＋税～
⃝ 〆鯵の押し寿司 1,500円＋税　
⃝ 金目鯛煮付け定食 3,750円＋税　
⃝ 鯵のカルパッチョ 1,980円＋税～
⃝ 小田原おでん 1,680円＋税　
⃝ カサゴの唐揚げ 1,580円＋税　

本誌掲載の情報は2020年4月2日現在のものです。
料金は消費税法の改正などにより、変更される場合がございますので、店舗に確認の上、ご利用ください。

選りすぐりの名店やアートの楽しみ、新しい学び…

いつもの暮らしをより豊かにする

上質なひとときを

駅西

玉川学園前

至新宿

玉
川
学
園
前

蘂042-739-8895
町田市玉川学園6-1-1
小田急線玉川学園前駅から徒歩3分

（正門まで）
https://www.tamagawa-tucl.com/

玉川大学継続学習センター 

Menu
⃝  5/13・20・27、6/3・10・17・24。 

水 曜。14時 ～ 16時30分 ※ 全7回
費用／24,000円　定員／20人

陶磁器を漆で直す「金継ぎ」を
中心に、同大学講師であり保
存修復家の高宮洋子さんが紹
介する「漆芸の魅力～漆で直
すということ～」を開講。さま
ざまな技法を試すことができ
る。材料費別途。問い合わせ
はtucl@adm.tamagawa.ac.jp

漆芸の深い魅力を
体験できる講座
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