
「わらじ医者の女房」早川ゆきのエッセイが本になる！

発刊！『寒　月』
かん　　げつ

定価　2,000円+税
（80ページ　フルカラー　上製本）

エッセイ　早川　ゆき
画　神門やすこ
忘れられないあの頃、どうしても伝えておきたいことがある
──「わらじ医者の女房」早川ゆきのエッセイに『福祉のひ
ろば』の表紙画でおなじみの神門やすこが一つひとつのエピ
ソードに込められた思いに共感し、描き下ろしの画を添え
て、一冊のすてきな絵本が誕生しました！

点字を舌で読みます／落ちていたりんご／死に待ち
私の夢、手話通訳／ぼてと端切れ／天井から落ちてきた子鼠
ぎおんさんどすなあ／或るさわやかな別れ
おかずに詰まれば豆腐汁／ぬきそ／初午／出里決戦
まわりの人と心／喫茶去／安ちゃん／寒月／利休鼠の雨
病い上手な死に下手／或る死／Ａさんのこと／ホシバル
しまい天神／お茶のお正月／最後をどの様に迎えてもらうか
芒／衣笠歳時記「おことさんで」／いのち
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　格差、貧困、そして孤立が拡がる日本。同じスタートラインにつけない子どもたちが数多く
存在する日本。先進国・途上国というレッテルは、人としてゆたかに生きることに結びつくだ
ろうか？
　インドネシア・バリ島、ウブド。村全体が緑の森に覆われているようなこの村は、ガムラン
音楽、バリ舞踊、バリ絵画など、バリ芸術の中心の村として知られています。もともと自然の
力が強すぎて人間が住めないため、お祭りをとりおこない、音楽や舞踊を自然に奉納したと言
い伝えられています。バリの人々にとってそれは人間が自然と共に生きるために、欠かすこと
ができない手段でもあります。（写真はレコンダンスを習う子どもたち）

ひ
と
と
し
て
ゆ
た
か
に
生
き
た
い

　
　
　
芸
術
の
村
・
ウ
ブ
ド
（
バ
リ
島
）

　



　ウブドの南に位置するマス村は木彫りの村として知られています。木彫りは15世紀頃から
続く伝統工芸で、バリの王朝時代には宮殿や寺院の装飾、儀式舞踊の仮面などがつくられてい
ました。その後、外国人芸術家などの影響を受けて、いまでは動植物や風景、庶民の姿などバ
リ島の日常の風景をモチーフとした木彫り芸術を発展させています。ウブドでは、その地で産
出するもの、近くのものを中心に、職工たちが働いています。



　人と自然がつくり上げた芸術作品と称される棚田（ライス・テラス）。バリの主食は日本と同
じくお米。稲作が農業の中心であるバリ島では島内のあちこちに緑の田があり、土地が少ない
山間部の渓谷では、みごとな棚田がつくられているのを見ることができます。日本でも棚田は
残っていますが、人手のいる棚田は、徐々に疎外されていきます。



　最初は日本の祭りの写真かと思いましたが、バリ・ヒンドゥー教の葬儀でした。火葬儀礼は、
バリの人々にとって最も重要な儀礼のひとつとも言われ、王族の葬儀になると数か月も準備を
して盛大におこなわれます。もっとも、予算のない庶民はいったん埋葬し、費用を工面してか
ら掘り起こして、合同で火葬にするのだとか。
　自然、宗教が密接に結びつき、独自の文化を形成したバリ島・芸術の村の一面です。貧困も
あり、格差もないわけではありません。しかし、孤立はまだまだ縁遠いようです。
� （写真・文　下野祇園）
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私のささやかな表現活動
大阪市住吉区在住／視覚障害者　阿

あ べ

部　正
まさふみ

文さん

二
〇
一
五
年
の
夏
、
私
た
ち
は
福
祉
の
ひ
ろ
ば
の
赤
シ
ャ
ツ
を
着
て
、
安
保
関
連
法
案
反
対
の
集
会
や
デ
モ
に
参
加

し
ま
し
た
。

な
ぜ
？　

読
者
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
も
、
理
由
は
そ
れ
ぞ
れ
に
い
ろ
い
ろ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
共
通
し
て
い
る

の
は
〝
戦
争
に
な
る
と
真
っ
先
に
切
り
捨
て
ら
れ
る
の
が
福
祉
だ
か
ら
〟
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

私
に
は
生
ま
れ
つ
き
視
覚
障
害
が
あ
り
ま
す
。
私
自
身
の
障
害
は
あ
る
程
度
、
仕
方
の
な
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
が
、
戦
争
に
よ
る
犠
牲
者
や
障
害
者
は
、
戦
争
を
し
な
け
れ
ば
生
ま
れ
て
き
ま
せ
ん
。
被
爆
者
は
核
兵
器
が
使
わ
れ

な
け
れ
ば
生
ま
れ
て
き
ま
せ
ん
。

戦
争
が
終
わ
っ
て
か
ら
も
そ
の
影
響
は
長
く
続
き
ま
す
。
戦
後
、
不
発
弾
の
爆
発
に
よ
っ
て
命
を
落
と
し
た
り
負
傷

し
た
人
、
何
十
年
も
の
間
、
放
射
線
に
よ
る
健
康
被
害
に
苦
し
ん
で
い
る
人
…
…
。
毎
朝
、
大
阪
で
聴
い
て
い
る
沖
縄

の
Ｒ
Ｂ
Ｃ
ｉ
ラ
ジ
オ
で
は
、
今
で
も
年
が
ら
年
中
、
不
発
弾
処
理
に
伴
う
「
立
ち
入
り
規
制
」
の
情
報
が
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

外
交
の
先
頭
に
立
つ
方
々
は
自
ら
の
能
力
に
自
信
を
も
ち
、
武
力
に
頼
ら
ず
、
話
し
合
い
に
よ
っ
て
も
の
ご
と
を
解

決
す
る
努
力
を
も
っ
と
す
る
べ
き
で
す
。
抑
止
力
と
し
て
軍
隊
や
武
器
を
持
つ
く
ら
い
な
ら
ば
、
国
内
外
で
貧
困
に
苦

し
む
人
々
に
手
を
さ
し
の
べ
る
べ
き
で
す
。

私
は
も
の
ご
と
を
難
し
く
考
え
る
の
が
苦
手
で
す
か
ら
〝
核
兵
器
も
戦
争
も
な
い
世
界
を
〟
と
呼
び
か
け
な
が
ら
歩

く
原
水
爆
禁
止
国
民
平
和
大
行
進
に
、
休
日
を
利
用
し
て
参
加
す
る
こ
と
や
、
沖
縄
で
新
基
地
建
設
反
対
の
座
り
込
み

に
参
加
す
る
こ
と
な
ど
を
通
じ
て
、
自
分
の
想
い
を
表
現
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
気
持
ち
は
年
々
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
八
都
府
県
の
平
和
行
進
に
一
六
日
間
参
加
し
、
こ
れ
ま
で
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平和がいちばん！

に
二
〇
都
府
県
の
行
進
に
参
加
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
沖
縄
に
は
今
年
に
な
っ
て
四
回
行
き
ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ

通
い
続
け
ま
す
。

在
日
米
軍
は
日
本
を
、
沖
縄
を
、
守
っ
て
な
ん
か
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
基
地
が
あ
る
が
ゆ
え
の
事
件
・
事
故
が
あ
と

を
絶
ち
ま
せ
ん
。
政
府
は
普
天
間
基
地
の
固
定
化
を
解
消
す
る
た
め
に
は
〝
辺
野
古
が
唯
一
の
解
決
策
〟
と
繰
り
返
し

ま
す
。
高た
か
え江
で
は
、
参
議
院
選
挙
の
翌
日
に
資
材
の
搬
入
が
始
ま
り
、
ヘ
リ
パ
ッ
ド
建
設
再
開
が
強
行
さ
れ
ま
し
た
が
、

着
工
当
時
、
オ
ス
プ
レ
イ
配
備
の
話
は
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
沖
縄
の
民
意
は
〝
ノ
ー
〟。
私
は
こ
う
い

う
声
に
想
い
を
寄
せ
ま
す
。
戦
争
は
国
家
に
よ
る
〝
人
殺
し
〟
で
あ
り
、
そ
の
拠
点
が
軍
事
基
地
だ
か
ら
で
す
。

最
後
に
今
年
の
平
和
行
進
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ひ
と
つ
。
昨
年
、
福
岡
の
平

和
行
進
で
三
日
間
ご
い
っ
し
ょ
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
青
年
サ
ニ
ョ
さ
ん
が
、

今
年
大
阪
の
平
和
行
進
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
彼
は
「
マ
イ
フ
レ
ン
ド
の
ア

ベ
マ
サ
フ
ミ
さ
ん
の
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
を
行
進
で
き
る
こ
と
が
う
れ
し
い
。
去

年
と
今
年
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
今
年
一
二
月
と
来
年
四
月
に
フ
ィ
リ
ピ
ン

で
平
和
行
進
を
す
る
」
と
大
勢
の
前
で
私
の
名
前
を
挙
げ
て
ス
ピ
ー
チ
し
て

く
れ
ま
し
た
。
大
・
大
・
大
…
…
感
激
で
し
た
。

武
器
や
原
発
技
術
の
輸
出
は
ご
め
ん
で
す
が
、
憲
法
九
条
や
平
和
行
進
の

輸
出
は
大
歓
迎
で
す
。

平和行進のようす。右端が阿部さん。
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総
合
社
会
福
祉
研
究
所
第
二
七
回
定
期
総
会
で
は
、
社
会
保
障
制
度
が
、
憲
法
二
五
条
を
軸
と
し
た
生
存
権
や
生
活
権
、
人
権
保
障

の
規
定
が
「
憲
法
を
暮
ら
し
に
、
労
働
に
」
と
い
う
憲
法
で
示
さ
れ
た
内
容
を
実
現
す
る
運
動
や
た
た
か
い
と
、
同
時
に
、〈
最
低
生

活
保
障
〉〈
無
差
別
平
等
〉〈
社
会
保
障
の
国
家
責
任
〉
を
憲
法
か
ら
外
し
、
主
権
在
民
や
権
力
を
拘
束
す
る
憲
法
か
ら
国
民
を
拘
束
し

義
務
づ
け
る
憲
法
へ
と
変
質
さ
せ
る
、
改
憲
勢
力
と
の
た
た
か
い
の
歴
史
だ
っ
た
こ
と
。
そ
の
な
か
で
、
権
力
は
憲
法
の
無
力
化
を
は

か
り
、
社
会
保
障
へ
の
経
済
主
義
の
持
ち
込
み
や
市
場
化
な
ど
で
の
し
の
ぎ
が
は
か
ら
れ
て
き
た
こ
と
。
そ
れ
は
、
五
〇
年
勧
告
で
社

会
保
障
の
国
家
責
任
を
明
ら
か
に
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
四
五
年
後
の
九
五
勧
告
で
「
憲
法
二
五
条
は
ク
リ
ア
さ
れ
た
」
と
い
う
、

日
本
か
ら
は
貧
困
が
な
く
な
っ
た
か
の
よ
う
な
報
告
を
国
は
う
そ
ぶ
き
、
そ
の
た
び
に
ギ
ア
チ
ェ
ン
ジ
を
し
、
社
会
保
障
の
規
制
と
抑

制
、
排
除
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
。
国
は
、「
高
齢
化
社
会
」
と
い
う
危
機
を
つ
く
り
、
つ
い
に
は
、｢

後
期
高
齢
者｣

と
い
う

造
語
ま
で
つ
く
り
、
七
〇
年
代
の
高
齢
者
医
療
無
料
化
の
流
れ
を
逆
流
さ
せ
て
、
高
齢
福
祉
の
抑
制
、
規
制
、
排
除
を
お
こ
な
い
、
社

会
か
ら
の
疎
外
を
政
策
的
に
進
め
て
き
ま
し
た
。
総
会
で
は
、「
介
護
保
険
制
度
が
、そ
の
フ
ロ
ン
ト
ラ
ン
ナ
ー
」
だ
と
指
摘
し
ま
し
た
。

「
介
護
の
対
象
が
広
が
る
こ
と
」
が
明
確
に
予
測
で
き
る
な
か
、｢
保
険
制
度｣

と
い
う
名
の
も
と
に
「
安
心
や
選
択
の
自
由
を
宣
伝

に
利
用
」
し
、
九
五
年
勧
告
の
「
み
ん
な
で
支
え
る
社
会
保
障｣
（
実
は
、
国
家
と
大
企
業
は
み
ん
な
か
ら
除
く
）
と
い
う
路
線
の
な
か
、

保
険
料
と
利
用
料
と
い
う
二
重
の
国
民
負
担
と
、
対
象
増
の
ゆ
く
え
に
負
担
が
増
大
す
る
仕
組
み
を
織
り
交
ぜ
ま
し
た
。
そ
し
て
市
場

化
路
線
で
す
。

「
家
族
介
護
か
ら
社
会
介
護
へ
」
と
い
う
介
護
保
険
制
度
の
う
た
い
文
句
で
、
介
護
に
苦
し
む
多
く
の
国
民
を
激
励
す
る
か
の
よ
う

な
宣
伝
は
、
あ
く
ま
で
政
策
実
施
の
た
め
で
あ
り
、
そ
の
当
時
の
政
策
幹
部
は
、「
当
初
の
利
用
規
定
は
甘
く
し
て
お
く
が
、
そ
れ
が

ま
す
ま
す
福
祉
か
ら
遠
ざ
か
る

�

介
護
保
険
制
度
（
介
護
保
険
制
度
と
憲
法
）

特 集
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継
続
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
も
発
言
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
供
給
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
り
、
施
設
補
助

も
大
き
く
転
換
し
、
こ
こ
数
年
は
、「
イ
コ
ー
ル
フ
ッ
テ
ィ
ン
グ
」（
市
場
化
に
合
わ
せ
る
運
営
や
補
助
制
度
）
で
社
会
福
祉
と
と
ら
え
る

こ
と
自
身
が
、
介
護
保
険
制
度
と
は
違
う
か
の
よ
う
な
仕
組
み
や
考
え
方
が
持
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。

社
会
保
険
制
度
で
あ
り
な
が
ら
、
対
象
や
保
障
を
む
し
ろ
狭
め
る
仕
組
み
自
身
が
大
き
な
矛
盾
で
、
そ
の
解
決
を
制
度
外
の
仕
組
み

や
主
軸
か
ら
外
す
補
助
的
な
対
象
に
す
り
替
え
る
（
多
く
は
、
制
度
利
用
を
あ
き
ら
め
る
）
な
ど
を
講
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
ギ
ア
チ
ェ
ン

ジ
の
な
か
、
当
初
組
み
込
ま
れ
た
生
活
問
題
へ
の
対
応
は
、
大
き
く
仕
組
み
か
ら
外
さ
れ
、
負
担
増
や
自
己
負
担
化
へ
と
制
度
か
ら
の

疎
外
に
な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
の
特
集
で
は
、
社
会
福
祉
か
ら
遠
ざ
か
る
介
護
保
険
制
度
の
実
態
や
本
質
と
と
も
に
、
し
か
し
、
一
方
で
、
こ
の
事
業
や
事
業

で
働
く
人
々
の
多
く
が
、
地
域
で
の
介
護
要
求
や
生
活
問
題
の
実
態
に
向
き
合
い
な
が
ら
、
対
象
や
家
族
の
思
い
を
受
け
と
め
な
が
ら
、

市
場
化
路
線
や
九
五
勧
告
の
「
益
は
受
益
者
負
担
」
と
い
う
扱
い
で
は
な
く
、
生
活
保
障
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
の
も
の
と
い
う
制
度

の
根
源
的
な
問
題
を
指
摘
し
、
社
会
福
祉
に
近
づ
け
る
こ
と
を
熱
望
し
て
い
る
こ
と
も
併
せ
て
発
信
し
ま
す
。

こ
の
介
護
保
険
制
度
の
制
度
自
身
の
国
家
目
的
と
国
民
要
求
と
の
齟そ

ご齬
を
、
国
民
側
に
引

き
寄
せ
、
そ
の
地
道
な
実
践
や
た
た
か
い
が
、
他
の
社
会
福
祉
の
運
動
と
も
共
同
し
、
広
が

る
も
の
と
と
ら
え
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
憲
法
二
五
条
は
、
ク
リ
ア
さ
れ
た
ど
こ
ろ
か
、

今
現
実
の
、
必
要
不
可
欠
の
課
題
と
し
て
、
総
合
社
会
福
祉
研
究
所
の
総
会
で
投
げ
か
け
て

い
ま
す
。�

（
編
集
主
幹
）

（
写
真
は
、
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
師
範
大
学･

財
経
大
学
と
の
社
会
福
祉
研
究
交
流
で
、
フ
フ
ホ
ト
高
齢
施
設
視
察

の
時
の
写
真
。
一
番
前
が
「
介
護
施
設
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
福
祉
と
し
て
の
高
齢
福
祉
施
設
を
私
た
ち
は
取
り

組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
訴
え
続
け
た
廣
末
利
弥
さ
ん　

故
人
二
〇
一
五
年
一
一
月
二
二
日
没
）


