
ここ、巣鴨のとげぬき地蔵では、毎月４のつく日が縁日で、いつもより人出が多くなります。
不安な暮らしを反映してか、お参りする姿も真剣です。昨年７月から全国老後保障地域団体連
絡会では月に一回、ここを最適の場と決めて、後期高齢者医療制度の廃止を訴える街頭宣伝に
取り組んできました。思ったとおり効果抜群。なぜって、通る人たちはほとんどがこの悪法の
該当者だからです。全日本年金者組合の遊佐さん（写真）も、この日（２月14日）の弁士でした。
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「後期高齢者医療制度は参議院で廃止可決されました。今度は衆議院です！」。話しかける言葉
にも力が入ります。訴えるのは民医連、東京地評、生健会、地域社保協の仲間たち。快く署名
をし「私たち高齢者の怒りを政府に見せつけてやらなきゃ」「今度こそ政治を変えなけりゃね」
と会話が弾みます。何よりも行動に移すことの大切さ、世論を構築するとは、こういう行動の
積み重ねなのだ、と毎回各自の胸に落ちていきます。



行動には創意が必要です。ここでの宣伝は「鳴り物入りでいこう」ということになり、毎回、
アコーディオンやギター、トランペット等の演奏、獅子舞などが花を添えてきました。この日
は東商連の仲間による演奏がさわやかに流れました。マイクをとっての訴えも１人３分間スピ
ーチで、できるだけみんなが訴えます。「どうすれば人の心に響く訴えになるか、足を止める
ような話ができるようにならなければね」。ここはまた研鑽の場でもあります。



この日は全国老地連とともに東京社会保障推進協議会も加わり、総勢39人が参加、１時間余り
の行動で集まった署名は246人分。チラシ900枚を配布、「いのち・くらし無料相談」なども行
いました。すっかり顔なじみになったお店の人が、わざわざ外に出てきて「がんばってほしい」
と声をかけ署名をしてくれたという嬉しい報告もありました。存分に訴え、話し合い、反響も
あり、この日も快い達成感が参加したみんなの心を満たしました。

（写真・下野祇園、文・福井典子）
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病
院
に
勤
務
し
て
い
た
頃
、「
行
旅

こ
う
り
ょ

病
人
扱
い
」
の
人
た
ち
の
退
院
後
の
こ
と
が
気
に
か
か
り
、
街
で

ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
を
見
る
度
に
「
医
療
者
と
し
て
何
も
し
な
く
て
よ
い
の
か
？
」
と
悩
ん
で
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
二
〇
〇
三
年
に
病
院
を
辞
め
て
診
療
所
で
働
き
始
め
、
同
時
に
社
会
学
を
勉
強
し
よ
う
と
入
っ

た
大
学
院
で
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
人
に
出
会
っ
た
こ
と
が
、
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
に
関
わ

る
き
っ
か
け
で
し
た
。

私
の
問
題
意
識
は
、
最
初
は
単
純
に
「
困
っ
て
い
る
人
が
い
る
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。
し
か
し
次
第

に
、
医
療
者
側
が
そ
う
い
う
人
た
ち
の
受
け
入
れ
体
制
を
つ
く
っ
て
い
な
い
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
る
よ
う

に
な
り
、
大
阪
府
医
師
会
と
大
阪
府
保
険
医
協
会
に
意
見
を
聞
き
に
行
き
ま
し
た
。
医
師
会
の
回
答
は

「
必
要
性
は
認
め
る
が
、
自
分
た
ち
が
動
く
対
象
と
し
て
は
テ
ー
マ
が
む
ず
か
し
い
」。
保
険
医
協
会
の
ほ

う
は
、
ち
ょ
う
ど
社
会
医
療
対
策
委
員
会
を
中
心
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
し
た
の
で
、
私

も
そ
こ
に
参
加
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

委
員
会
で
は
、
最
初
の
半
年
ぐ
ら
い
は
「
医
療
者
に
何
が
で
き
る
か
考
え
よ
う
」
と
学
習
会
や
話
し
合

い
を
重
ね
ま
し
た
。
移
動
診
療
所
に
し
て
診
察
や
検
査
、
投
薬
を
す
る
と
い
う
案
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ

れ
は
や
め
ま
し
た
。
大
阪
に
こ
れ
だ
け
病
院
が
あ
る
の
に
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
こ
と

が
問
題
で
、
私
た
ち
が
そ
う
い
う
医
療
機
関
に
つ
な
ぐ
こ
と
の
ほ
う
が
意
味
が
あ
る
と
思
っ
た
の
で
す
。

大
阪
市
の
野
宿
者
巡
回
相
談
室
の
協
力
で
、
二
〇
〇
四
年
三
月
に
淀
川
河
川
敷
で
「
あ
お
ぞ
ら
医
療
健

康
相
談
」
を
始
め
た
の
が
そ
の
第
一
回
目
で
す
。
問
診
や
血
圧
測
定
、
医
療
意
見
書
づ
く
り
、
歯
科
健
診

な
ど
を
行
い
ま
し
た
。
他
の
医
療
団
体
や
弁
護
士
会
な
ど
と
共
同
で
「
野
宿
生
活
者
支
援
統
一
行
動
」
に

取
り
組
ん
だ
り
、「
ビ
ッ
グ
イ
シ
ュ
ー
健
康
相
談
」
も
月
一
回
実
施
し
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
無
保
険
の
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ホームレス支援から
社会問題としての
医療問題を考える

大阪府保険医協会社会医療対策委員会

黒川　　渡さん



人
が
ほ
と
ん
ど
で
す
か
ら
、
治
療
が
必
要
な
場
合
は
私
た
ち
が
ど
ん
な
医
療
が
必
要
か
と
い
う
意
見
書
を

書
き
、
福
祉
事
務
所
で
医
療
券
を
発
行
し
て
も
ら
い
、
医
療
機
関
で
無
料
あ
る
い
は
低
額
で
治
療
を
受
け

て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
自
身
は
二
〇
〇
五
年
一
二
月
に
、日
雇
労
働
者
の
ま
ち
・
釜
ヶ
崎
の
近
く
に
診
療
所
を
開
き
ま
し
た
。

生
活
保
護
が
必
要
な
人
に
は
「
こ
ん
な
状
態
で
は
働
け
な
い
か
ら
、
役
所
に
行
っ
て
保
護
を
と
っ
て
お
い

で
」
と
勧
め
ま
す
が
、「
手
続
き
を
全
部
し
て
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
る
人
が
い
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
は

「
自
分
で
や
れ
る
だ
け
の
こ
と
を
し
て
く
だ
さ
い
。
私
た
ち
は
私
た
ち
に
で
き
る
努
力
を
し
ま
す
」
と
話

し
ま
す
。
役
所
と
の
や
り
と
り
を
自
分
で
や
り
、
や
っ
と
保
護
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
人
は
、
自

身
の
健
康
や
将
来
の
こ
と
を
以
前
よ
り
考
え
る
よ
う
に
な
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
に
は
、
今
の
医
療
や
社
会
福
祉
・
社
会
保
障
制
度
の
抱
え
る
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
象

徴
的
に
表
れ
て
い
ま
す
。
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
は
単
独
で
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
の
構
造
的
な
問
題

が
ホ
ー
ム
レ
ス
状
態
の
人
を
再
生
産
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
で
社
会
医
療
対
策
委
員
会
で
は
、
ホ
ー
ム

レ
ス
支
援
だ
け
で
な
く
、
国
民
健
康
保
険
証
が
な
い
人
、
子
ど
も
や
救
急
体
制
の
問
題
な
ど
、
社
会
問
題

と
し
て
の
医
療
問
題
、
医
療
シ
ス
テ
ム
の
欠
陥
を
も
う
一
度
洗
い
直
し
、
医
療
レ
ベ
ル
か
ら
再
構
築
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
共
通
し
て
い
る
問
題
だ
と
い
う
認
識
を
も
ち
、
社
会

全
体
の
仕
組
み
の
な
か
で
と
ら
え
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、「
仕
事
が
な
く
て
野
宿
す
る
状
態
は
異
常
だ
。
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
」
と
考
え
て
す

ぐ
に
対
応
す
る
の
が
普
通
な
の
に
、
生
活
保
護
に
し
て
も
医
者
が
意
見
書
を
書
か
な
い
と
発
動
し
な
い
行

政
シ
ス
テ
ム
と
は
一
体
何
だ
ろ
う
、
と
思
い
ま
す
ね
。

（
聞
き
手
／
編
集
室
　
中
島
悦
子
）

くろかわ　わたる
1960年神戸大学卒業。国立大阪病院で研修の後、福岡県聖マリ
ア病院で腎センター・救急集中治療部に勤務。帰阪後、吹田市
にある協和会病院、京都大学付属病院総合診療部を経て、医真
会八尾総合病院総合診療部勤務。四つ橋診療所で勤務の後、
2005年12月に大阪市西成区に診療所開設。大阪市社会福祉・情
報センターで認知症相談に従事している。

福祉のひろば 09―57
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子どもの貧困Ⅱ特 集

子
ど
も
た
ち
に
身
近
な
学
校
・
地
域
・
行
政
・
社
会
が

連
携
し
て
き
め
細
か
く
対
応
し
、
子
ど
も
た
ち
が
社
会
へ

の
信
頼
を
失
わ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ

と
（
生
田
武
志
さ
ん
）、
保
育
所
は
子
ど
も
や
保
護
者
を
受

け
と
め
支
え
て
い
る
が
、
保
育
に
市
場
化
を
導
入
し
よ
う

と
す
る
保
育
制
度
改
革
で
大
き
く
揺
ら
い
で
い
る
こ
と

（
仲
井
さ
や
か
さ
ん
）、
障
害
児
の
家
庭
は
経
済
的
・
精
神

的
に
負
担
が
大
き
く
、
親
も
子
も
人
間
ら
し
く
生
き
て
い

け
る
よ
う
な
支
え
が
地
域
や
制
度
に
求
め
ら
れ
る
こ
と

（
牧
野
真
美
さ
ん
）
と
い
っ
た
報
告
を
軸
に
、
総
合
社
会
福

祉
研
究
所
で
は
去
る
三
月
一
日
、「
第
二
回
『
子
ど
も
の

貧
困
』
問
題
研
究
会
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

み
な
さ
ん
と
と
も
に
さ
ら
に
内
容
を
深
め
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

子どもが信頼のもてる
社会をつくる

──学校・地域・行政・社会が連携して対応を──
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◆
子
ど
も
の
貧
困
を
捉
え
る
視
点

昨
年
八
月
に
総
合
社
会
福
祉
研
究
所

市
民
講
座
「『
子
ど
も
の
貧
困
』
に
向

き
合
っ
て
―
容
認
で
き
な
い
子
ど
も
時

代
の
不
平
等
、
不
公
正
の
事
態
と
解
消

の
た
め
に
」
を
開
催
し
ま
し
た
。
今
回

は
そ
の
二
回
目
に
な
り
ま
す
。

前
回
は
、
子
ど
も
の
生
活
、
発
達
、

教
育
、
療
育
を
支
え
る
現
場
か
ら
の
報

告
を
紡
ぎ
合
わ
せ
、
子
ど
も
と
家
族
の

息
苦
し
さ
、
希
望
の
喪
失
の
本
質
を
探

足
と
い
う
問
題
に
議
論
が
す
り
替
わ
っ

て
し
ま
い
か
ね
な
い
こ
と
。
親
や
家
庭

の
生
活
実
態
を
き
ち
ん
と
把
握
し
た
う

え
で
、
何
が
問
題
な
の
か
を
て
い
ね
い

に
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
貧
困

を
告
発
や
実
態
把
握
の
レ
ベ
ル
に
と
ど

め
ず
、
貧
困
や
低
所
得
に
対
す
る
対
策
、

社
会
的
解
決
へ
の
方
策
を
ど
う
す
る
か

と
い
う
議
論
が
同
時
に
な
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。
子
ど
も
時
代
の
し

あ
わ
せ
平
等
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
標

に
「
子
ど
も
の
貧
困
」
を
考
え
合
お
う
、

と
提
起
さ
れ
ま
し
た
。

◆
容
認
で
き
な
い
不
平
等

「
子
ど
も
の
貧
困
」
は
、
特
定
の
人

や
地
域
の
問
題
で
は
な
く
、
自
分
た
ち

の
地
域
の
な
か
で
も
起
こ
っ
て
い
る
問

り
子
ど
も
た
ち
と
向
き
合
う
実
践
を
、

乳
児
院
、
児
童
養
護
施
設
、
保
育
所
や

学
校
、
小
児
科
医
療
、
子
ど
も
家
庭
セ

ン
タ
ー
か
ら
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
し
て
「
子
ど
も
の
貧
困
」
を
正

面
か
ら
と
ら
え
、
ど
う
向
き
合
う
か
を

札
幌
学
院
大
学
教
授
の
松
本

ま
つ
も
と

伊
智

い

ち

朗ろ
う

さ

ん
に
講
演
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

松
本
さ
ん
か
ら
は
、
日
本
は
貧
困
概

念
を
国
家
と
し
て
も
っ
て
い
な
い
こ

と
。
Ｅ
Ｕ
諸
国
の
貧
困
規
定
を
当
て
は

め
る
と
、
日
本
の
子
ど
も
た
ち
の
七
人

に
一
人
は
貧
困
で
あ
る
こ
と
。「
格
差
」

は
人
々
の
所
得
や
生
活
水
準
の
差
に
着

目
す
る
の
が
特
徴
だ
が
、「
貧
困
」
と

い
う
場
合
は
、
そ
の
社
会
が
容
認
で
き

な
い
生
活
の
状
態
を
指
す
こ
と
。
気
を

つ
け
な
い
と
個
人
の
心
が
け
や
努
力
不

自
分
た
ち
の
地
域
で
起
っ

て
い
る
問
題
と
し
て
捉
え

る
こ
と

総
合
社
会
福
祉
研
究
所

事
務
局
長
・
司
会

（

）

黒く
ろ

田だ

孝
彦

た
か
ひ
こ



福祉のひろば 09―5 10

題
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
容
認
で
き

な
い
不
平
等
で
あ
る
と
い
う
視
点
で
、

「
子
ど
も
の
貧
困
」
発
見
、
不
公
正
の

実
態
を
探
り
な
が
ら
、
解
消
の
た
め
の

具
体
的
な
取
り
組
み
を
起
こ
さ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

昨
年
一
一
月
に
阿
部

あ

べ

彩あ
や

さ
ん
の
『
子

ど
も
の
貧
困
―
日
本
の
不
公
平
を
考
え

る
』（
岩
波
新
書
）
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
。

同
書
は
「
子
ど
も
の
数
を
増
や
す
だ
け

で
な
く
、
幸
せ
な
子
ど
も
の
数
を
増
や

す
こ
と
を
目
標
と
す
る
政
策
」
に
チ
ャ

レ
ン
ジ
す
る
必
要
が
あ
る
と
提
示
し
て

い
ま
す
。

◆
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
新
報
告
書
か
ら

昨
年
一
〇
月
二
一
日
に
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
新

報
告
書
「G

row
ing

U
nequal?

」
が

重
要
な
役
割
を
果
た
す
が
、
就
職
し
て

い
る
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
貧
困
状

態
に
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
▼
全
貧
困

世
帯
の
半
数
以
上
が
少
な
く
と
も
何
ら

か
の
勤
労
所
得
を
得
て
い
る
。
▼
在
職

福
祉
政
策
は
、
所
得
補
て
ん
に
よ
り
、

緊
急
状
態
に
あ
る
勤
労
世
帯
が
ま
ず
ま

ず
の
生
活
水
準
を
保
て
る
よ
う
に
す
る

こ
と
に
資
す
る
―
―
と
述
べ
て
い
ま
す
。

◆
日
本
の
貧
困
率
は
二
〇
年
で
倍
増

中
谷

な
か
た
に

巌
い
わ
お

氏
の
『
資
本
主
義
は
な
ぜ
自

壊
し
た
の
か
―
「
日
本
」
再
生
へ
の
提

言
』（
集
英
社
）
を
読
ま
れ
た
方
も
多
い

か
と
思
い
ま
す
。
氏
は
、
今
回
の
Ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｄ
レ
ポ
ー
ト
を
い
く
つ
か
引
用
し
、

レ
ポ
ー
ト
が
氏
に
と
っ
て
非
常
に
衝
撃

的
な
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
れ
は
過

出
さ
れ
ま
し
た
。
報
告
書
で
は
、
過
去

二
〇
年
ほ
ど
の
経
済
成
長
は
、
貧
困
層

よ
り
富
裕
層
に
恩
恵
を
も
た
ら
し
て
い

る
、
と
結
論
し
て
い
ま
す
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
で

は
世
帯
者
数
調
整
後
所
得
中
央
値
の
五

〇
％
以
下
の
世
帯
者
を
貧
困
者
と
定
義
）。

一
九
八
〇
年
以
降
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
で

は
高
齢
者
の
貧
困
率
が
低
下
、
対
照
的

に
若
年
成
人
層
と
有
子
世
帯
層
の
貧
困

率
は
上
昇
。
平
均
す
る
と
二
〇
〇
五
年

に
は
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
児
童
の
八
人
に

一
人
が
貧
困
状
態
に
あ
り
ま
し
た
。

ど
ん
な
対
策
が
必
要
か
と
い
う
点
で

は
、
▼
養
育
政
策
は
今
日
の
労
働
市
場

で
必
要
と
さ
れ
る
技
能
の
習
得
を
め
ざ

す
べ
き
。
▼
失
業
者
の
就
職
を
支
援
す

る
積
極
的
な
雇
用
政
策
が
必
要
。
▼
有

給
雇
用
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
貧
困
削
減
で

子どもの貧困Ⅱ特 集


