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特集 ● 多文化共生を支える。

NISSEKI TOKYO11

言
葉
の
壁
や
極
貧
生
活
を
越
え
て

今
の
「
Ｌ
ｉ
Ｌ
ｉ
Ｃ
ｏ
」
が
あ
る

─
─
日
本
で
歌
手
に
な
る
こ
と
を
夢
見

て
、
18
歳
で
単
身
来
日
し
た
Ｌ
ｉ
Ｌ
ｉ

Ｃ
ｏ
さ
ん
。
慣
れ
な
い
環
境
で
、
ど
の

よ
う
な
苦
労
が
あ
り
ま
し
た
か
。

ま
ず
、
私
は
日
本
語
が
全
く
話
せ
な

か
っ
た
ん
で
す
。
か
ろ
う
じ
て
分
か
っ

た
の
は
、「
こ
ん
に
ち
は
」「
さ
よ
う
な
ら
」

と
い
っ
た
簡
単
な
挨
拶
だ
け
。
葛
飾
に

あ
る
母
方
の
祖
母
の
家
に
身
を
寄
せ
た

の
で
す
が
、「
お
腹
す
い
た
」「
喉
乾
い

た
」
な
ど
、
生
き
る
た
め
に
必
要
な
言

葉
を
覚
え
て
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
片
言

で
話
す
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

来
日
し
た
翌
年
、
浜
松
の
デ
パ
ー
ト
屋

上
の
ビ
ア
ガ
ー
デ
ン
で
初
め
て
歌
っ
た

時
に
は
「
葛
飾
か
ら
来
た
リ
リ
コ
で
す
」

し
か
言
え
な
か
っ
た
し
、
歌
詞
は
丸
暗

記
で
乗
り
切
っ
た
ん
で
す
よ
。

─
─
日
本
語
を
流
暢
に
話
す
今
の
姿
か

ら
は
想
像
が
つ
か
な
い
で
す
ね
。

周
り
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
や
英
語
を

話
す
人
は
い
な
い
し
、
自
分
で
道
を
切

り
拓
く
し
か
な
い
と
思
っ
て
、
と
に
か

く
必
死
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
も
「
文

化
が
違
う
国
で
暮
ら
す
の
だ
か
ら
、
共

感
し
な
く
て
も
良
い
け
れ
ど
、
否
定
は

せ
ず
に
〝
知
る
〟
こ
と
が
大
切
。
国
を
、

言
葉
を
、
日
本
人
を
知
る
。
じ
ゃ
な
い

と
売
れ
な
い
よ
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
日
本
語
を
覚
え
る
上
で
役
に
立
っ

た
の
は
テ
レ
ビ
番
組
。
お
弁
当
屋
さ
ん

で
調
理
の
バ
イ
ト
を
し
て
い
た
の
で
す

が
、
お
昼
の
休
憩
時
間
に
タ
モ
リ
さ
ん

や
小
堺
一
機
さ
ん
の
番
組
を
見
な
が
ら

勉
強
し
ま
し
た
。

事
務
所
に
入
っ
て
歌
手
デ
ビ
ュ
ー
し

た
も
の
の
、
20
代
は
全
く
売
れ
な
く
て
、

極
貧
生
活
を
送
り
ま
し
た
。
21
歳
か
ら

の
５
年
間
は
家
賃
も
払
え
ず
、
車
中
生

活
を
し
な
が
ら
地
方
の
ス
ナ
ッ
ク
や
健

康
ラ
ン
ド
で
歌
っ
て
い
た
ん
で
す
。
30

歳
の
時
に
『
王
様
の
ブ
ラ
ン
チ
』
の
映

画
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
に
な
っ
て
か
ら
生

活
は
安
定
し
ま
し
た
が
、
仕
事
が
軌
道

に
乗
っ
た
と
感
じ
た
の
は
40
歳
を
過
ぎ

て
か
ら
。
た
だ
、
憧
れ
て
い
た
日
本
の

芸
能
界
の
一
員
に
な
れ
た
も
の
の
、
ハ
ー

フ
だ
か
ら
疎
外
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、

俳
優
業
で
は
日
本
人
役
に
も
外
国
人
役

に
も
中
途
半
端
で
役
を
も
ら
え
な
い
し
、

思
い
悩
む
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
ば
っ

ち
り
ヘ
ア
メ
イ
ク
を
し
て
明
る
く
パ
ワ

フ
ル
に
振
る
舞
う
「
Ｌ
ｉ
Ｌ
ｉ
Ｃ
ｏ
」

と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
試
行
錯
誤

し
た
上
で
の
も
の
な
ん
で
す
。

二
つ
の
国
の
文
化
の
違
い
は

毎
日
感
じ
て
い
ま
す

─
─
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
日
本
の
文
化
の

違
い
を
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

そ
れ
は
毎
日
感
じ
ま
す
。
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
は
移
民
が
多
く
て
、
色
々
な
国
に

ル
ー
ツ
を
持
つ
人
た
ち
が
生
活
し
て
い

る
し
、
私
み
た
い
な
ハ
ー
フ
も
た
く
さ

ん
い
る
ん
で
す
。
人
種
が
違
う
子
ど
も

を
養
子
に
し
て
家
族
に
な
る
の
も
普
通

の
こ
と
。
多
文
化
共
生
は
特
別
で
は
な

く
日
常
な
ん
で
す
。
一
方
の
日
本
は
島

国
で
日
本
人
が
圧
倒
的
に
多
い
か
ら
、

外
国
人
や
ハ
ー
フ
に
違
和
感
を
覚
え
て

も
仕
方
が
な
い
よ
ね
っ
て
思
い
ま
す
。

─
─
Ｌ
ｉ
Ｌ
ｉ
Ｃ
ｏ
さ
ん
が
不
思
議
に

思
う
日
本
人
の
習
慣
は
あ
り
ま
す
か
。

話
し
掛
け
る
と
き
に
「
社
長
」
と
か

「
部
長
」
と
か
肩
書
き
で
呼
ん
で
、
名

前
を
呼
ば
な
い
こ
と
に
は
違
和
感
を
覚

え
ま
す
ね
。
あ
と
「
こ
ん
な
有
名
大
学

出
身
で
す
」
な
ん
て
話
さ
れ
て
も
、「
だ

か
ら
何
？
」
っ
て
思
っ
ち
ゃ
う
。
肩
書

4 歳の頃。子ども時代は、病弱な弟の面倒を見たり、父親が家を出
て行ったり、精神的に不安定だった母に暴言を浴びせられたり、辛
いことが多かった

異国からやってきた孫を温かく迎えてくれた祖母。「日本で芸能人
になりたいなら、日本の文化や言葉を理解しないとね」と言って、
日本語や風習をたくさん教えてくれた

下積み時代は
鳴かず飛ばず
で、マネジャーと
２人で車中生
活を送り、公
園の水で身体
を洗う日々を
送った

p10-13_特集インタ.indd   11 2024/04/15   14:51

NISSEKI TOKYO 10

スウェーデン人の父と日本人の母を持ち、スウェーデンで子ども時代を過ごしたのち、18歳で日本に来た
LiLiCoさん。太陽のような明るさとパワフルなトークが印象的ですが、来日当初は日本語が全く分からず、
たくさんの苦労を乗り越えながら芸能生活を続けてきたといいます。異なる文化の中で暮らし、2017年
には小田井涼平さんと国際結婚した立場から、多文化共生社会を実現する方法、ポジティブに生きる術な
どを教えていただきました。

言
葉
や
文
化
の
違
い
を
受
け
入
れ
、

ハ
ッ
ピ
ー
に
生
き
る
術

Profile
1970年11月16日生まれ。スウェー
デン・ストックホルム出身。1988年
に18歳で来日し、長い下積み時代
を経て30歳の時に『王様のブラン
チ』（TBS系）の映画コメンテーター
に抜擢される。2017年に小田井涼平
（元・純烈メンバー）と結婚。バラエ
ティ番組やラジオ番組出演の他、俳
優、声優、ナレーター、歌手としても
マルチに活躍する。スタイリストやメ
イクアップアーティストもこなすファッ
ショニスタで、服やジュエリーのデザ
インも手掛ける。北欧雑貨の通販サ
イト「LiLiCoCo」では、自ら厳選した
アイテムを紹介。

通販サイト「LiLiCoCo」：https://lilicoco.jp　オフィシャルブログ「LiLi.Com」: https://ameblo.jp/lilicom/

タレント・映画コメンテーター

LiLiCo
さん

特
集 

● 

多
文
化
共
生
を
支
え
る
。

Interview

p10-13_特集インタ.indd   10 2024/04/15   14:50NT41_P8-13_再校.indd   10 2024/04/15   16:19

(24 04）NT41

特集 ● 多文化共生を支える。

NISSEKI TOKYO11

言
葉
の
壁
や
極
貧
生
活
を
越
え
て

今
の
「
Ｌ
ｉ
Ｌ
ｉ
Ｃ
ｏ
」
が
あ
る

─
─
日
本
で
歌
手
に
な
る
こ
と
を
夢
見

て
、
18
歳
で
単
身
来
日
し
た
Ｌ
ｉ
Ｌ
ｉ

Ｃ
ｏ
さ
ん
。
慣
れ
な
い
環
境
で
、
ど
の

よ
う
な
苦
労
が
あ
り
ま
し
た
か
。

ま
ず
、
私
は
日
本
語
が
全
く
話
せ
な

か
っ
た
ん
で
す
。
か
ろ
う
じ
て
分
か
っ

た
の
は
、「
こ
ん
に
ち
は
」「
さ
よ
う
な
ら
」

と
い
っ
た
簡
単
な
挨
拶
だ
け
。
葛
飾
に

あ
る
母
方
の
祖
母
の
家
に
身
を
寄
せ
た

の
で
す
が
、「
お
腹
す
い
た
」「
喉
乾
い

た
」
な
ど
、
生
き
る
た
め
に
必
要
な
言

葉
を
覚
え
て
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
片
言

で
話
す
こ
と
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

来
日
し
た
翌
年
、
浜
松
の
デ
パ
ー
ト
屋

上
の
ビ
ア
ガ
ー
デ
ン
で
初
め
て
歌
っ
た

時
に
は
「
葛
飾
か
ら
来
た
リ
リ
コ
で
す
」

し
か
言
え
な
か
っ
た
し
、
歌
詞
は
丸
暗

記
で
乗
り
切
っ
た
ん
で
す
よ
。

─
─
日
本
語
を
流
暢
に
話
す
今
の
姿
か

ら
は
想
像
が
つ
か
な
い
で
す
ね
。

周
り
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
や
英
語
を

話
す
人
は
い
な
い
し
、
自
分
で
道
を
切

り
拓
く
し
か
な
い
と
思
っ
て
、
と
に
か

く
必
死
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
も
「
文

化
が
違
う
国
で
暮
ら
す
の
だ
か
ら
、
共

感
し
な
く
て
も
良
い
け
れ
ど
、
否
定
は

せ
ず
に
〝
知
る
〟
こ
と
が
大
切
。
国
を
、

言
葉
を
、
日
本
人
を
知
る
。
じ
ゃ
な
い

と
売
れ
な
い
よ
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
日
本
語
を
覚
え
る
上
で
役
に
立
っ

た
の
は
テ
レ
ビ
番
組
。
お
弁
当
屋
さ
ん

で
調
理
の
バ
イ
ト
を
し
て
い
た
の
で
す

が
、
お
昼
の
休
憩
時
間
に
タ
モ
リ
さ
ん

や
小
堺
一
機
さ
ん
の
番
組
を
見
な
が
ら

勉
強
し
ま
し
た
。

事
務
所
に
入
っ
て
歌
手
デ
ビ
ュ
ー
し

た
も
の
の
、
20
代
は
全
く
売
れ
な
く
て
、

極
貧
生
活
を
送
り
ま
し
た
。
21
歳
か
ら

の
５
年
間
は
家
賃
も
払
え
ず
、
車
中
生

活
を
し
な
が
ら
地
方
の
ス
ナ
ッ
ク
や
健

康
ラ
ン
ド
で
歌
っ
て
い
た
ん
で
す
。
30

歳
の
時
に
『
王
様
の
ブ
ラ
ン
チ
』
の
映

画
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
に
な
っ
て
か
ら
生

活
は
安
定
し
ま
し
た
が
、
仕
事
が
軌
道

に
乗
っ
た
と
感
じ
た
の
は
40
歳
を
過
ぎ

て
か
ら
。
た
だ
、
憧
れ
て
い
た
日
本
の

芸
能
界
の
一
員
に
な
れ
た
も
の
の
、
ハ
ー

フ
だ
か
ら
疎
外
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、

俳
優
業
で
は
日
本
人
役
に
も
外
国
人
役

に
も
中
途
半
端
で
役
を
も
ら
え
な
い
し
、

思
い
悩
む
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
ば
っ

ち
り
ヘ
ア
メ
イ
ク
を
し
て
明
る
く
パ
ワ

フ
ル
に
振
る
舞
う
「
Ｌ
ｉ
Ｌ
ｉ
Ｃ
ｏ
」

と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
試
行
錯
誤

し
た
上
で
の
も
の
な
ん
で
す
。

二
つ
の
国
の
文
化
の
違
い
は

毎
日
感
じ
て
い
ま
す

─
─
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
日
本
の
文
化
の

違
い
を
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

そ
れ
は
毎
日
感
じ
ま
す
。
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
は
移
民
が
多
く
て
、
色
々
な
国
に

ル
ー
ツ
を
持
つ
人
た
ち
が
生
活
し
て
い

る
し
、
私
み
た
い
な
ハ
ー
フ
も
た
く
さ

ん
い
る
ん
で
す
。
人
種
が
違
う
子
ど
も

を
養
子
に
し
て
家
族
に
な
る
の
も
普
通

の
こ
と
。
多
文
化
共
生
は
特
別
で
は
な

く
日
常
な
ん
で
す
。
一
方
の
日
本
は
島

国
で
日
本
人
が
圧
倒
的
に
多
い
か
ら
、

外
国
人
や
ハ
ー
フ
に
違
和
感
を
覚
え
て

も
仕
方
が
な
い
よ
ね
っ
て
思
い
ま
す
。

─
─
Ｌ
ｉ
Ｌ
ｉ
Ｃ
ｏ
さ
ん
が
不
思
議
に

思
う
日
本
人
の
習
慣
は
あ
り
ま
す
か
。

話
し
掛
け
る
と
き
に
「
社
長
」
と
か

「
部
長
」
と
か
肩
書
き
で
呼
ん
で
、
名

前
を
呼
ば
な
い
こ
と
に
は
違
和
感
を
覚

え
ま
す
ね
。
あ
と
「
こ
ん
な
有
名
大
学

出
身
で
す
」
な
ん
て
話
さ
れ
て
も
、「
だ

か
ら
何
？
」
っ
て
思
っ
ち
ゃ
う
。
肩
書

4 歳の頃。子ども時代は、病弱な弟の面倒を見たり、父親が家を出
て行ったり、精神的に不安定だった母に暴言を浴びせられたり、辛
いことが多かった

異国からやってきた孫を温かく迎えてくれた祖母。「日本で芸能人
になりたいなら、日本の文化や言葉を理解しないとね」と言って、
日本語や風習をたくさん教えてくれた

下積み時代は
鳴かず飛ばず
で、マネジャーと
２人で車中生
活を送り、公
園の水で身体
を洗う日々を
送った

p10-13_特集インタ.indd   11 2024/04/15   14:51

NISSEKI TOKYO 10

スウェーデン人の父と日本人の母を持ち、スウェーデンで子ども時代を過ごしたのち、18歳で日本に来た
LiLiCoさん。太陽のような明るさとパワフルなトークが印象的ですが、来日当初は日本語が全く分からず、
たくさんの苦労を乗り越えながら芸能生活を続けてきたといいます。異なる文化の中で暮らし、2017年
には小田井涼平さんと国際結婚した立場から、多文化共生社会を実現する方法、ポジティブに生きる術な
どを教えていただきました。

言
葉
や
文
化
の
違
い
を
受
け
入
れ
、

ハ
ッ
ピ
ー
に
生
き
る
術

Profile
1970年11月16日生まれ。スウェー
デン・ストックホルム出身。1988年
に18歳で来日し、長い下積み時代
を経て30歳の時に『王様のブラン
チ』（TBS系）の映画コメンテーター
に抜擢される。2017年に小田井涼平
（元・純烈メンバー）と結婚。バラエ
ティ番組やラジオ番組出演の他、俳
優、声優、ナレーター、歌手としても
マルチに活躍する。スタイリストやメ
イクアップアーティストもこなすファッ
ショニスタで、服やジュエリーのデザ
インも手掛ける。北欧雑貨の通販サ
イト「LiLiCoCo」では、自ら厳選した
アイテムを紹介。

通販サイト「LiLiCoCo」：https://lilicoco.jp　オフィシャルブログ「LiLi.Com」: https://ameblo.jp/lilicom/

タレント・映画コメンテーター

LiLiCo
さん

特
集 

● 

多
文
化
共
生
を
支
え
る
。

Interview

p10-13_特集インタ.indd   10 2024/04/15   14:50NT41_P8-13_再校.indd   11 2024/04/15   16:19



(24 04）NT41

特集 ● 多文化共生を支える。

NISSEKI TOKYO13

お
父
さ
ん
っ
て
ど
ん
な
人
？
」
と
ル
ー

ツ
を
特
別
扱
い
さ
れ
た
り
、「
ハ
リ
ウ
ッ

ド
ス
タ
ー
と
話
す
の
っ
て
ど
う
？
」
と

映
画
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
「
Ｌ
ｉ
Ｌ
ｉ
Ｃ

ｏ
」
へ
の
質
問
を
さ
れ
た
り
す
る
と
、

す
ぐ
に
冷
め
て
し
ま
っ
て
い
た
ん
で
す
。

で
も
小
田
井
さ
ん
は
私
の
国
籍
や
肩
書

き
で
は
な
く
私
自
身
を
見
つ
め
て
く
れ

て
、「
こ
の
人
は
違
う
！
」
と
う
れ
し

く
な
り
ま
し
た
。
お
互
い
40
代
後
半
の

晩
婚
、
さ
ら
に
国
際
結
婚
と
な
る
と
特

別
扱
い
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
私
た
ち
に

と
っ
て
は
自
然
な
流
れ
で
し
た
。

一
つ
違
和
感
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、

マ
ス
コ
ミ
か
ら
の
質
問
か
な
。「
料
理

し
て
る
ん
で
す
か
？
」
っ
て
聞
か
れ
て
、

「
え
え
⁉

　結
婚
し
た
ら
女
が
料
理
す

る
も
の
な
ん
で
す
か
」
っ
て
驚
き
ま
し

た
。
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
の
質
問
に
は
常

套
句
が
多
く
て
、
ま
だ
偏
見
が
残
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

多
様
な
人
の
ハ
ッ
ピ
ー
を
願
い

助
け
合
え
る
社
会
を
つ
く
ろ
う

─
─
Ｌ
ｉ
Ｌ
ｉ
Ｃ
ｏ
さ
ん
の
ボ
ジ
テ
ィ

ブ
な
パ
ワ
ー
の
源
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
い
じ
め
を
受
け

た
し
、
下
積
み
時
代
に
は
ホ
ー
ム
レ
ス

生
活
も
経
験
し
た
し
、
人
生
で
辛
い
こ

と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
ど
ん
底

を
経
験
し
て
乗
り
越
え
た
か
ら
こ
そ
、

住
む
家
が
あ
る
こ
と
、
必
要
と
さ
れ
る

仕
事
が
あ
る
こ
と
、
愛
す
る
人
と
暮
ら

し
て
い
る
こ
と
を
、
今
と
て
も
ハ
ッ
ピ
ー

に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
齢
53
、

芸
歴
35
年
に
し
て
自
然
と
手
に
し
た
こ

の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
パ
ワ
ー
は
本
物
。
メ
デ
ィ

ア
に
出
る
立
場
と
し
て
私
は
特
別
な
こ

と
が
で
き
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
、

元
気
を
振
り
ま
く
こ
と
で
視
聴
者
の
皆

さ
ん
に
笑
顔
に
な
っ
て
も
ら
え
た
ら
と

思
っ
て
、
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

日
本
人
は
「
何
か
い
い
こ
と
な
い
か

な
」
っ
て
よ
く
言
う
け
れ
ど
、
ハ
ッ
ピ
ー

は
自
分
の
中
に
あ
る
ん
で
す
。
物
事
は

な
る
よ
う
に
は
な
る
け
れ
ど
、
運
命
は

変
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
見
つ
け
出
し
て
、

自
分
ら
し
く
輝
い
て
く
だ
さ
い
ね
。

─
─
こ
の
10
年
ほ
ど
、
子
ど
も
の
支

援
活
動
を
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
が
、

き
っ
か
け
や
活
動
の
内
容
を
教
え
て
く

だ
さ
い
。

40
歳
く
ら
い
に
な
っ
て
金
銭
的
に
余

裕
が
で
き
た
と
き
、
困
っ
て
い
る
人
、

特
に
発
展
途
上
国
の
子
ど
も
を
助
け
る

こ
と
に
お
金
を
使
い
た
い
と
考
え
て
、

コ
ン
ゴ
と
ウ
ガ
ン
ダ
の
女
の
子
４
人
に

教
育
費
や
生
活
費
を
送
る
活
動
を
始
め

ま
し
た
。
女
の
子
を
選
ん
だ
の
は
、「
勉

強
し
な
く
て
い
い
か
ら
結
婚
し
て
子
ど

も
を
産
み
な
さ
い
」
と
い
う
風
潮
が
根

強
い
た
め
。
教
育
を
受
け
て
夢
を
叶
え

る
こ
と
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
い
と
考
え
ま

し
た
。
10
年
以
上
の
付
き
合
い
に
な
り

ま
す
が
、
手
紙
や
写
真
を
い
た
だ
く
た

び
、
そ
の
成
長
ぶ
り
に
感
激
し
、
と
て

も
う
れ
し
く
な
り
ま
す
。

最
近
は
、
内
戦
が
続
く
シ
リ
ア
に
新

し
い
学
校
を
建
て
る
こ
と
を
計
画
中

で
、
い
く
ら
寄
付
す
れ
ば
い
い
か
な
ど
、

関
係
者
と
打
ち
合
わ
せ
を
重
ね
て
い
ま

す
。
ど
ん
な
国
に
お
い
て
も
、
子
ど
も

た
ち
が
学
ぶ
権
利
は
決
し
て
奪
っ
て
は

い
け
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

ま
た
国
内
で
は
、
経
済
的
に
苦
し
い

シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
家
庭
に
洋
服
を
寄

付
す
る
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。
大
変

な
こ
と
が
多
い
日
々
の
中
で
も
、
お
し
ゃ

れ
な
洋
服
を
着
る
こ
と
で
気
持
ち
が
華

や
ぐ
と
喜
ん
で
い
た
だ
け
て
い
る
よ
う

で
す
。

寄
付
と
か
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
聞
く
と

難
し
く
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

一
人
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と
を
少
し
ず

つ
や
れ
ば
い
い
。
使
わ
な
く
な
っ
た
も

の
を
必
要
な
人
に
あ
げ
る
こ
と
で
も
い

い
し
、
献
血
を
す
る
こ
と
も
素
敵
だ
と

思
い
ま
す
。

み
ん
な
が
お
互
い
を
思
い
や
り
尊
重

し
て
行
動
し
た
ら
、
も
っ
と
住
み
や
す

い
地
球
に
な
る
は
ず
。
私
も
、
誰
か
を

ハ
ッ
ピ
ー
に
す
る
た
め
の
行
動
を
続
け

て
い
き
ま
す
！

未だにジェンダーギャップ指数が低い日本
において、女性の活躍を応援したいと語
る LiLiCo さん。2024 年の国際女性デーに

「HAPPY WOMAN賞」を受賞した際は、「ハ
ッピーと勇気は自分の中にあります」と女性
にエールを送った

おしゃれな北欧雑貨を自らセレクトして紹介
する通販サイト「LiLiCoCo」

p10-13_特集インタ.indd   13 2024/04/15   14:51

NISSEKI TOKYO 12

き
や
学
歴
を
と
て
も
気
に
す
る
け
ど
、

そ
の
人
自
身
の
個
性
や
能
力
を
も
う
少

し
尊
重
し
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。

そ
れ
か
ら
、「
言
わ
な
く
て
も
分
か

る
で
し
ょ
」
と
い
う
考
え
方
も
日
本
特

有
で
す
よ
ね
。
私
は
、
言
わ
な
く
て
も

分
か
る
こ
と
っ
て
少
な
い
し
、
言
っ
た

方
が
誤
解
が
生
じ
な
い
と
思
う
ん
で

す
。
例
え
ば
う
ち
の
夫
婦
の
場
合
、
自

宅
の
電
球
が
切
れ
て
い
て
、
私
じ
ゃ
届

か
な
い
か
ら
夫
に
替
え
て
も
ら
お
う
と

思
っ
て
近
く
に
新
品
の
電
球
を
置
い
た

こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
で
も
何
日

経
っ
て
も
そ
の
ま
ま
。「
替
え
て
ほ
し

か
っ
た
ん
だ
け
ど
？
」
と
聞
い
た
ら
「
分

か
ら
な
か
っ
た
」
っ
て
返
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
以
降
、
お
願
い
し
た
い
こ
と
は
全

て
言
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
頼
め
ば

快
く
や
っ
て
く
れ
る
し
、
イ
ラ
イ
ラ
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

思
い
や
り
を
磨
け
ば

日
本
は
も
っ
と
素
敵
に
な
る

─
─
最
近
は
日
本
に
住
む
外
国
人
が
ど

ん
ど
ん
増
え
て
い
ま
す
が
、
多
文
化
共

生
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
こ

と
は
何
だ
と
思
い
ま
す
か
。

第
一
に
、
外
国
人
を
特
別
扱
い
し
な

い
こ
と
か
な
。
日
本
語
を
不
自
由
な
く

話
せ
る
ん
だ
っ
た
ら
、
雇
う
側
も
「
外

国
人
だ
か
ら
」
と
い
う
偏
見
を
持
た
ず

に
、
一
人
の
人
材
と
し
て
受
け
入
れ
る

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
最
近
は
コ
ン
ビ

ニ
の
店
員
や
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
に
も

外
国
人
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
み
ん
な

日
本
社
会
で
一
生
懸
命
働
い
て
い
る
仲

間
だ
と
思
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
ま
た
、

伝
統
工
芸
職
人
の
世
界
で
は
後
継
者
不

足
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
興
味

を
も
っ
て
い
る
外
国
人
は
た
く
さ
ん
い

ま
す
。「
日
本
人
じ
ゃ
な
い
か
ら
教
え

な
い
」
っ
て
否
定
す
る
の
は
ナ
ン
セ
ン

ス
。
温
か
く
受
け
入
れ
て
ほ
し
い
で
す
。

そ
れ
と
、
や
っ
ぱ
り
英
語
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
は
卒
業
す
る
べ
き
で
す
よ
ね
。「
う

ま
く
話
せ
な
い
」
っ
て
気
に
す
る
人
が

多
い
け
れ
ど
、
母
国
語
じ
ゃ
な
い
ん
だ

か
ら
正
し
く
話
す
必
要
は
な
い
し
、
意

味
が
伝
わ
れ
ば
大
丈
夫
！

　外
国
人

に
話
し
掛
け
ら
れ
た
と
き
、「I can’t 

speak English

」
で
終
わ
ら
せ
ず
に
、

手
助
け
を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。
夫
も
英
語
が
苦
手
な

ん
で
す
が
、
こ
の
前
外
国
人
に
道
を
聞

か
れ
た
そ
う
。
拙
い
英
語
で
頑
張
っ
て

説
明
し
た
け
ど
、
相
手
は
真
逆
に
歩
い

て
行
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
っ
て
。「
追
い

か
け
て
目
的
地
ま
で
一
緒
に
行
っ
た

よ
。
お
か
げ
で
僕
は
遅
刻
し
た
け
ど
」
っ

て
言
っ
て
て
、「
こ
の
人
え
ら
い
な
」
っ

て
惚
れ
直
し
ま
し
た
（
笑
）。

─
─
外
国
人
に
も
分
か
り
や
す
く
工
夫

さ
れ
た
「
や
さ
し
い
日
本
語
」
に
つ
い

て
ど
う
思
い
ま
す
か
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
は
と
て
も
大
切

で
す
よ
ね
。
私
が
来
日
し
た
て
の
頃
も
、

「
や
さ
し
い
日
本
語
」
で
話
し
掛
け
ら

れ
た
ら
、
す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
外
国
人
に
限

ら
ず
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
、
視
覚
・
聴

覚
障
が
い
、
知
的
障
が
い
、
認
知
症
の

方
な
ど
に
も
「
や
さ
し
い
日
本
語
」
は

分
か
り
や
す
い
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
普
及

し
て
ほ
し
い
で
す
よ
ね
。

日
本
人
っ
て
ア
ピ
ー
ル
が
苦
手
だ
け

ど
、
そ
の
分
さ
り
げ
な
い
思
い
や
り
を

持
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
例
え
ば

駅
や
電
車
の
掲
示
は
多
言
語
で
書
か
れ

て
い
る
し
、
路
線
記
号
と
駅
番
号
を
組

み
合
わ
せ
た
「
駅
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
」
も

す
ご
く
分
か
り
や
す
い
。「
や
さ
し
い

日
本
語
」
の
よ
う
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に

対
す
る
思
い
や
り
を
磨
い
て
い
っ
た
ら
、

も
っ
と
素
敵
な
国
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

─
─
２
０
１
７
年
に
小
田
井
涼
平
さ
ん

と
入
籍
さ
れ
ま
し
た
が
、
国
際
結
婚
し

た
感
想
は
い
か
が
で
す
か
。

私
は
数
多
の
恋
を
し
て
き
ま
し
た
が
、

「
Ｌ
ｉ
Ｌ
ｉ
Ｃ
ｏ
っ
て
ハ
ー
フ
だ
よ
ね
。

▼『王様のブランチ』のスタ
ジオにて。「映画コメンテー
ターを始めた頃は、映画に
ついて日本語で話すのが難
しくて、実はとても辛かっ
た」とLiLiCoさん。洋画も
邦画も片っ端から見て、膨
大な時間をかけて知識を身
につけた

▼芸能界きってのおしどり
夫婦として知られるLiLiCo
さんと小田井涼平さん
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お
父
さ
ん
っ
て
ど
ん
な
人
？
」
と
ル
ー

ツ
を
特
別
扱
い
さ
れ
た
り
、「
ハ
リ
ウ
ッ

ド
ス
タ
ー
と
話
す
の
っ
て
ど
う
？
」
と

映
画
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
「
Ｌ
ｉ
Ｌ
ｉ
Ｃ

ｏ
」
へ
の
質
問
を
さ
れ
た
り
す
る
と
、

す
ぐ
に
冷
め
て
し
ま
っ
て
い
た
ん
で
す
。

で
も
小
田
井
さ
ん
は
私
の
国
籍
や
肩
書

き
で
は
な
く
私
自
身
を
見
つ
め
て
く
れ

て
、「
こ
の
人
は
違
う
！
」
と
う
れ
し

く
な
り
ま
し
た
。
お
互
い
40
代
後
半
の

晩
婚
、
さ
ら
に
国
際
結
婚
と
な
る
と
特

別
扱
い
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
私
た
ち
に

と
っ
て
は
自
然
な
流
れ
で
し
た
。

一
つ
違
和
感
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、

マ
ス
コ
ミ
か
ら
の
質
問
か
な
。「
料
理

し
て
る
ん
で
す
か
？
」
っ
て
聞
か
れ
て
、

「
え
え
⁉

　結
婚
し
た
ら
女
が
料
理
す

る
も
の
な
ん
で
す
か
」
っ
て
驚
き
ま
し

た
。
日
本
の
マ
ス
コ
ミ
の
質
問
に
は
常

套
句
が
多
く
て
、
ま
だ
偏
見
が
残
っ
て

い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

多
様
な
人
の
ハ
ッ
ピ
ー
を
願
い

助
け
合
え
る
社
会
を
つ
く
ろ
う

─
─
Ｌ
ｉ
Ｌ
ｉ
Ｃ
ｏ
さ
ん
の
ボ
ジ
テ
ィ

ブ
な
パ
ワ
ー
の
源
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
い
じ
め
を
受
け

た
し
、
下
積
み
時
代
に
は
ホ
ー
ム
レ
ス

生
活
も
経
験
し
た
し
、
人
生
で
辛
い
こ

と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。
ど
ん
底

を
経
験
し
て
乗
り
越
え
た
か
ら
こ
そ
、

住
む
家
が
あ
る
こ
と
、
必
要
と
さ
れ
る

仕
事
が
あ
る
こ
と
、
愛
す
る
人
と
暮
ら

し
て
い
る
こ
と
を
、
今
と
て
も
ハ
ッ
ピ
ー

に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
齢
53
、

芸
歴
35
年
に
し
て
自
然
と
手
に
し
た
こ

の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
パ
ワ
ー
は
本
物
。
メ
デ
ィ

ア
に
出
る
立
場
と
し
て
私
は
特
別
な
こ

と
が
で
き
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
、

元
気
を
振
り
ま
く
こ
と
で
視
聴
者
の
皆

さ
ん
に
笑
顔
に
な
っ
て
も
ら
え
た
ら
と

思
っ
て
、
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

日
本
人
は
「
何
か
い
い
こ
と
な
い
か

な
」
っ
て
よ
く
言
う
け
れ
ど
、
ハ
ッ
ピ
ー

は
自
分
の
中
に
あ
る
ん
で
す
。
物
事
は

な
る
よ
う
に
は
な
る
け
れ
ど
、
運
命
は

変
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
見
つ
け
出
し
て
、

自
分
ら
し
く
輝
い
て
く
だ
さ
い
ね
。

─
─
こ
の
10
年
ほ
ど
、
子
ど
も
の
支

援
活
動
を
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
が
、

き
っ
か
け
や
活
動
の
内
容
を
教
え
て
く

だ
さ
い
。

40
歳
く
ら
い
に
な
っ
て
金
銭
的
に
余

裕
が
で
き
た
と
き
、
困
っ
て
い
る
人
、

特
に
発
展
途
上
国
の
子
ど
も
を
助
け
る

こ
と
に
お
金
を
使
い
た
い
と
考
え
て
、

コ
ン
ゴ
と
ウ
ガ
ン
ダ
の
女
の
子
４
人
に

教
育
費
や
生
活
費
を
送
る
活
動
を
始
め

ま
し
た
。
女
の
子
を
選
ん
だ
の
は
、「
勉

強
し
な
く
て
い
い
か
ら
結
婚
し
て
子
ど

も
を
産
み
な
さ
い
」
と
い
う
風
潮
が
根

強
い
た
め
。
教
育
を
受
け
て
夢
を
叶
え

る
こ
と
を
サ
ポ
ー
ト
し
た
い
と
考
え
ま

し
た
。
10
年
以
上
の
付
き
合
い
に
な
り

ま
す
が
、
手
紙
や
写
真
を
い
た
だ
く
た

び
、
そ
の
成
長
ぶ
り
に
感
激
し
、
と
て

も
う
れ
し
く
な
り
ま
す
。

最
近
は
、
内
戦
が
続
く
シ
リ
ア
に
新

し
い
学
校
を
建
て
る
こ
と
を
計
画
中

で
、
い
く
ら
寄
付
す
れ
ば
い
い
か
な
ど
、

関
係
者
と
打
ち
合
わ
せ
を
重
ね
て
い
ま

す
。
ど
ん
な
国
に
お
い
て
も
、
子
ど
も

た
ち
が
学
ぶ
権
利
は
決
し
て
奪
っ
て
は

い
け
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

ま
た
国
内
で
は
、
経
済
的
に
苦
し
い

シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
家
庭
に
洋
服
を
寄

付
す
る
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。
大
変

な
こ
と
が
多
い
日
々
の
中
で
も
、
お
し
ゃ

れ
な
洋
服
を
着
る
こ
と
で
気
持
ち
が
華

や
ぐ
と
喜
ん
で
い
た
だ
け
て
い
る
よ
う

で
す
。

寄
付
と
か
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
聞
く
と

難
し
く
感
じ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

一
人
ひ
と
り
が
で
き
る
こ
と
を
少
し
ず

つ
や
れ
ば
い
い
。
使
わ
な
く
な
っ
た
も

の
を
必
要
な
人
に
あ
げ
る
こ
と
で
も
い

い
し
、
献
血
を
す
る
こ
と
も
素
敵
だ
と

思
い
ま
す
。

み
ん
な
が
お
互
い
を
思
い
や
り
尊
重

し
て
行
動
し
た
ら
、
も
っ
と
住
み
や
す

い
地
球
に
な
る
は
ず
。
私
も
、
誰
か
を

ハ
ッ
ピ
ー
に
す
る
た
め
の
行
動
を
続
け

て
い
き
ま
す
！

未だにジェンダーギャップ指数が低い日本
において、女性の活躍を応援したいと語
る LiLiCo さん。2024 年の国際女性デーに

「HAPPY WOMAN賞」を受賞した際は、「ハ
ッピーと勇気は自分の中にあります」と女性
にエールを送った

おしゃれな北欧雑貨を自らセレクトして紹介
する通販サイト「LiLiCoCo」
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き
や
学
歴
を
と
て
も
気
に
す
る
け
ど
、

そ
の
人
自
身
の
個
性
や
能
力
を
も
う
少

し
尊
重
し
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。

そ
れ
か
ら
、「
言
わ
な
く
て
も
分
か

る
で
し
ょ
」
と
い
う
考
え
方
も
日
本
特

有
で
す
よ
ね
。
私
は
、
言
わ
な
く
て
も

分
か
る
こ
と
っ
て
少
な
い
し
、
言
っ
た

方
が
誤
解
が
生
じ
な
い
と
思
う
ん
で

す
。
例
え
ば
う
ち
の
夫
婦
の
場
合
、
自

宅
の
電
球
が
切
れ
て
い
て
、
私
じ
ゃ
届

か
な
い
か
ら
夫
に
替
え
て
も
ら
お
う
と

思
っ
て
近
く
に
新
品
の
電
球
を
置
い
た

こ
と
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
で
も
何
日

経
っ
て
も
そ
の
ま
ま
。「
替
え
て
ほ
し

か
っ
た
ん
だ
け
ど
？
」
と
聞
い
た
ら
「
分

か
ら
な
か
っ
た
」
っ
て
返
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
以
降
、
お
願
い
し
た
い
こ
と
は
全

て
言
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
頼
め
ば

快
く
や
っ
て
く
れ
る
し
、
イ
ラ
イ
ラ
す

る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

思
い
や
り
を
磨
け
ば

日
本
は
も
っ
と
素
敵
に
な
る

─
─
最
近
は
日
本
に
住
む
外
国
人
が
ど

ん
ど
ん
増
え
て
い
ま
す
が
、
多
文
化
共

生
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
こ

と
は
何
だ
と
思
い
ま
す
か
。

第
一
に
、
外
国
人
を
特
別
扱
い
し
な

い
こ
と
か
な
。
日
本
語
を
不
自
由
な
く

話
せ
る
ん
だ
っ
た
ら
、
雇
う
側
も
「
外

国
人
だ
か
ら
」
と
い
う
偏
見
を
持
た
ず

に
、
一
人
の
人
材
と
し
て
受
け
入
れ
る

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
最
近
は
コ
ン
ビ

ニ
の
店
員
や
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
に
も

外
国
人
が
増
え
て
い
ま
す
が
、
み
ん
な

日
本
社
会
で
一
生
懸
命
働
い
て
い
る
仲

間
だ
と
思
っ
て
ほ
し
い
で
す
ね
。
ま
た
、

伝
統
工
芸
職
人
の
世
界
で
は
後
継
者
不

足
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
興
味

を
も
っ
て
い
る
外
国
人
は
た
く
さ
ん
い

ま
す
。「
日
本
人
じ
ゃ
な
い
か
ら
教
え

な
い
」
っ
て
否
定
す
る
の
は
ナ
ン
セ
ン

ス
。
温
か
く
受
け
入
れ
て
ほ
し
い
で
す
。

そ
れ
と
、
や
っ
ぱ
り
英
語
コ
ン
プ
レ
ッ

ク
ス
は
卒
業
す
る
べ
き
で
す
よ
ね
。「
う

ま
く
話
せ
な
い
」
っ
て
気
に
す
る
人
が

多
い
け
れ
ど
、
母
国
語
じ
ゃ
な
い
ん
だ

か
ら
正
し
く
話
す
必
要
は
な
い
し
、
意

味
が
伝
わ
れ
ば
大
丈
夫
！

　外
国
人

に
話
し
掛
け
ら
れ
た
と
き
、「I can’t 

speak English

」
で
終
わ
ら
せ
ず
に
、

手
助
け
を
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
大
切

だ
と
思
い
ま
す
。
夫
も
英
語
が
苦
手
な

ん
で
す
が
、
こ
の
前
外
国
人
に
道
を
聞

か
れ
た
そ
う
。
拙
い
英
語
で
頑
張
っ
て

説
明
し
た
け
ど
、
相
手
は
真
逆
に
歩
い

て
行
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
っ
て
。「
追
い

か
け
て
目
的
地
ま
で
一
緒
に
行
っ
た

よ
。
お
か
げ
で
僕
は
遅
刻
し
た
け
ど
」
っ

て
言
っ
て
て
、「
こ
の
人
え
ら
い
な
」
っ

て
惚
れ
直
し
ま
し
た
（
笑
）。

─
─
外
国
人
に
も
分
か
り
や
す
く
工
夫

さ
れ
た
「
や
さ
し
い
日
本
語
」
に
つ
い

て
ど
う
思
い
ま
す
か
。

こ
う
し
た
取
り
組
み
は
と
て
も
大
切

で
す
よ
ね
。
私
が
来
日
し
た
て
の
頃
も
、

「
や
さ
し
い
日
本
語
」
で
話
し
掛
け
ら

れ
た
ら
、
す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
外
国
人
に
限

ら
ず
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
、
視
覚
・
聴

覚
障
が
い
、
知
的
障
が
い
、
認
知
症
の

方
な
ど
に
も
「
や
さ
し
い
日
本
語
」
は

分
か
り
や
す
い
か
ら
、
ど
ん
ど
ん
普
及

し
て
ほ
し
い
で
す
よ
ね
。

日
本
人
っ
て
ア
ピ
ー
ル
が
苦
手
だ
け

ど
、
そ
の
分
さ
り
げ
な
い
思
い
や
り
を

持
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
例
え
ば

駅
や
電
車
の
掲
示
は
多
言
語
で
書
か
れ

て
い
る
し
、
路
線
記
号
と
駅
番
号
を
組

み
合
わ
せ
た
「
駅
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
」
も

す
ご
く
分
か
り
や
す
い
。「
や
さ
し
い

日
本
語
」
の
よ
う
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に

対
す
る
思
い
や
り
を
磨
い
て
い
っ
た
ら
、

も
っ
と
素
敵
な
国
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

─
─
２
０
１
７
年
に
小
田
井
涼
平
さ
ん

と
入
籍
さ
れ
ま
し
た
が
、
国
際
結
婚
し

た
感
想
は
い
か
が
で
す
か
。

私
は
数
多
の
恋
を
し
て
き
ま
し
た
が
、

「
Ｌ
ｉ
Ｌ
ｉ
Ｃ
ｏ
っ
て
ハ
ー
フ
だ
よ
ね
。

▼『王様のブランチ』のスタ
ジオにて。「映画コメンテー
ターを始めた頃は、映画に
ついて日本語で話すのが難
しくて、実はとても辛かっ
た」とLiLiCoさん。洋画も
邦画も片っ端から見て、膨
大な時間をかけて知識を身
につけた

▼芸能界きってのおしどり
夫婦として知られるLiLiCo
さんと小田井涼平さん
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中国 257,198人 （構成比 39.7％）

韓国 87,955人 （構成比 13.6％）

ベトナム 44,087人 （構成比 6.8％）

フィリピン 35,634人 （構成比 5.5％）

ネパール 35,310人 （構成比 5.5％）

台湾 21,771人 （構成比 3.4％）

米国 20,217人 （構成比 3.1％）

ミャンマー 19,868人 （構成比 3.1％）

インド 17,537人 （構成比 2.7％）

インドネシア 9,719人 （構成比 1.5％）

その他 98,120人 （構成比 15.2％）

出典：東京都の統計 国籍・外国人人口（令和6年1月）をもとに作成

を知ろう！
日本に暮らす外国人の数は 322 万人を超え（令和 5 年 6 月末）、その国籍も多様化し
ています。そうした中、“日本の多文化共生社会における共通言語”として注目されて
いるのが「やさしい日本語」です。

英語は国際共通語といわれ、
中国語に次いで母語人口も
多い言語です。しかし日本
に住む外国人の国籍は多様
化しており、英語よりも日
本語を理解できる人が多く
います。このため、英語では
なく「やさしい日本語」の活
用が求められています。

どうして英語じゃないの

きっかけは、1995年の阪神・淡路大震災。この大き
な災害で外国人も数多く被災しました。当時、日本
語や英語以外の言語で情報が十分に発信されず、必
要な情報を外国人が受け取れない状況を見た社会言
語学者やNHKのアナウンサーらが協働して、緊急時
に必要な情報を簡単な日本語で提供する方策を研究
しました。これが「やさしい日本語」の始まりだと
言われています。

東京都の国籍・地域別在留外国人数と構成比

INFORMATION

や さ し い 日 本 語

イラスト：AN

日本語を母語＊としない人も理解できるように、言
葉や表現を分かりやすくした日本語のこと。「やさ
しい」には、「易しい＝簡単」と「優しい＝相手を思
いやる」という２つの意味が含まれています。
＊母語は人が最初に覚える言葉のことで、国籍とは関係ありま

せん。手話を母語とする聴覚障がいがある人などにも「やさ
しい日本語」は活用されています。

「やさしい日本語」とは

普通の日本語 「やさしい日本語」
に ほん ご

「やさしい日本語」の一例

誕生したきっかけは

出典：外国人地震情報センター編
『阪神大震災と外国人─「多文
化共生社会」の現状と可能性』

（明石書店出版）をもとに作成

死者数（100人あたり）

日本人 外国人

0.15人
0.21人

阪神・淡路大震災の死傷者の割合
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「やさしい日本語」で伝わる ! 
公務員のための外国人対応
岩田一成、栁田 直美 著
学陽書房 2020年10月発行／ 2,200円（税込）

代表的な研究者のお二人

の著書だけあって、とても

分かりやすい。最初の１冊

におすすめです

「やさしい日本語」を使っ
た外国人対応のスキルを
解説。

黒田
さん

武田裕子、岩田一成、新居みどり 著
南山堂 2021年5月発行／ 1,980円（税込）

医療現場の外国人対応 
英語だけじゃない「やさしい日本語」

医療現場に特化して、どの

言葉をどのようにやさしく

すればいいか、分かりやす

く書かれています

専門性の高い医療現場で
の「やさしい日本語」の活
用法を紹介。

黒田
さん

よく知っている　
ある程度知っている
見た・聞いたことがある

全く知らない
59.8％ 出典：東京都多文化共生ポータルサイ

ト（2023年3月に都内在住16歳
以上の約 2,300 人にウェブアン
ケート調査を実施）をもとに作成

3.8％

14.9％

21.6％

BOOK GUIDE

イラスト：AN

「やさしい日本語」の簡単さは、小学校低学年くら
いで習う日本語のレベルと似ています。一文が短
く、あいまいな表現を避け、はっきりと伝えるので、
機械翻訳を行う際にも翻訳精度が上がり、伝わり
やすくなります。

都内在住者に認知度を調査。40%以上の人が「知っている」と
いう結果でした。行政や医療の現場で使われていたり、2020
年に出入国在留管理庁と文化庁が「在留支援のためのやさし
い日本語ガイドライン」を作成しているものの、更なる認知度
向上が必要です。

認知度はどれくらいどのくらい簡単な
日本語なの

イラスト：Freepik

難しい言葉を分かりやすく伝える取り組み
は、世界中で行われています。イギリスやア
メリカでは、法律など政府の公式発表に「プ
レイン・イングリッシュ（Plain English）」と
いう簡潔な英語が使われています。またドイ
ツやオーストラリアでも簡潔で分かりやすい
言葉で情報提供が行われています。

世界での取り組みは

「やさしい日本語」の認知度

大阪外国語大学 外国語学部 国際文化学科 
日本語専攻（ビルマ語専攻語）卒業。日本語
教師／やさしい日本語アドバイザーとして
自治体や民間企業、医療機関等で講師を務め、
やさしい日本語の普及・啓発活動を行う。

黒田 友子 さん
一般社団法人 やさしい
コミュニケーション協会
／代表理事

教えて

いただいた方

黒田さんおすすめ！

スローコミュニケーション
わかりやすい文章 わかちあう文化
野澤 和弘 著／スローコミュニケーション 編
2020年4月発行／ 1,650円（税込）

障がいのある人とのコミュ
ニケーション「スローコミ
ュニケーション」について
紹介。

本書のスローコミュニケー

ションのコツは、『やさし

い日本語』に通じるところ

があります

黒田
さん

※東京都の国籍・地域別在留外国人数と構成比および「やさしい日本語」の認知度は、小数点以下第１位表記のため、合計
値と個 を々加算した計に差がある
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中国 257,198人 （構成比 39.7％）

韓国 87,955人 （構成比 13.6％）

ベトナム 44,087人 （構成比 6.8％）

フィリピン 35,634人 （構成比 5.5％）

ネパール 35,310人 （構成比 5.5％）

台湾 21,771人 （構成比 3.4％）

米国 20,217人 （構成比 3.1％）

ミャンマー 19,868人 （構成比 3.1％）

インド 17,537人 （構成比 2.7％）

インドネシア 9,719人 （構成比 1.5％）

その他 98,120人 （構成比 15.2％）

出典：東京都の統計 国籍・外国人人口（令和6年1月）をもとに作成

を知ろう！
日本に暮らす外国人の数は 322 万人を超え（令和 5 年 6 月末）、その国籍も多様化し
ています。そうした中、“日本の多文化共生社会における共通言語”として注目されて
いるのが「やさしい日本語」です。

英語は国際共通語といわれ、
中国語に次いで母語人口も
多い言語です。しかし日本
に住む外国人の国籍は多様
化しており、英語よりも日
本語を理解できる人が多く
います。このため、英語では
なく「やさしい日本語」の活
用が求められています。

どうして英語じゃないの

きっかけは、1995年の阪神・淡路大震災。この大き
な災害で外国人も数多く被災しました。当時、日本
語や英語以外の言語で情報が十分に発信されず、必
要な情報を外国人が受け取れない状況を見た社会言
語学者やNHKのアナウンサーらが協働して、緊急時
に必要な情報を簡単な日本語で提供する方策を研究
しました。これが「やさしい日本語」の始まりだと
言われています。

東京都の国籍・地域別在留外国人数と構成比
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や さ し い 日 本 語

イラスト：AN

日本語を母語＊としない人も理解できるように、言
葉や表現を分かりやすくした日本語のこと。「やさ
しい」には、「易しい＝簡単」と「優しい＝相手を思
いやる」という２つの意味が含まれています。
＊母語は人が最初に覚える言葉のことで、国籍とは関係ありま

せん。手話を母語とする聴覚障がいがある人などにも「やさ
しい日本語」は活用されています。

「やさしい日本語」とは

普通の日本語 「やさしい日本語」
に ほん ご

「やさしい日本語」の一例

誕生したきっかけは

出典：外国人地震情報センター編
『阪神大震災と外国人─「多文
化共生社会」の現状と可能性』

（明石書店出版）をもとに作成

死者数（100人あたり）

日本人 外国人

0.15人
0.21人

阪神・淡路大震災の死傷者の割合
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「やさしい日本語」で伝わる ! 
公務員のための外国人対応
岩田一成、栁田 直美 著
学陽書房 2020年10月発行／ 2,200円（税込）

代表的な研究者のお二人

の著書だけあって、とても

分かりやすい。最初の１冊

におすすめです

「やさしい日本語」を使っ
た外国人対応のスキルを
解説。

黒田
さん

武田裕子、岩田一成、新居みどり 著
南山堂 2021年5月発行／ 1,980円（税込）

医療現場の外国人対応 
英語だけじゃない「やさしい日本語」

医療現場に特化して、どの

言葉をどのようにやさしく

すればいいか、分かりやす

く書かれています

専門性の高い医療現場で
の「やさしい日本語」の活
用法を紹介。

黒田
さん

よく知っている　
ある程度知っている
見た・聞いたことがある

全く知らない
59.8％ 出典：東京都多文化共生ポータルサイ

ト（2023年3月に都内在住16歳
以上の約 2,300 人にウェブアン
ケート調査を実施）をもとに作成

3.8％

14.9％

21.6％

BOOK GUIDE

イラスト：AN

「やさしい日本語」の簡単さは、小学校低学年くら
いで習う日本語のレベルと似ています。一文が短
く、あいまいな表現を避け、はっきりと伝えるので、
機械翻訳を行う際にも翻訳精度が上がり、伝わり
やすくなります。

都内在住者に認知度を調査。40%以上の人が「知っている」と
いう結果でした。行政や医療の現場で使われていたり、2020
年に出入国在留管理庁と文化庁が「在留支援のためのやさし
い日本語ガイドライン」を作成しているものの、更なる認知度
向上が必要です。

認知度はどれくらいどのくらい簡単な
日本語なの

イラスト：Freepik

難しい言葉を分かりやすく伝える取り組み
は、世界中で行われています。イギリスやア
メリカでは、法律など政府の公式発表に「プ
レイン・イングリッシュ（Plain English）」と
いう簡潔な英語が使われています。またドイ
ツやオーストラリアでも簡潔で分かりやすい
言葉で情報提供が行われています。

世界での取り組みは

「やさしい日本語」の認知度

大阪外国語大学 外国語学部 国際文化学科 
日本語専攻（ビルマ語専攻語）卒業。日本語
教師／やさしい日本語アドバイザーとして
自治体や民間企業、医療機関等で講師を務め、
やさしい日本語の普及・啓発活動を行う。

黒田 友子 さん
一般社団法人 やさしい
コミュニケーション協会
／代表理事

教えて

いただいた方

黒田さんおすすめ！

スローコミュニケーション
わかりやすい文章 わかちあう文化
野澤 和弘 著／スローコミュニケーション 編
2020年4月発行／ 1,650円（税込）

障がいのある人とのコミュ
ニケーション「スローコミ
ュニケーション」について
紹介。

本書のスローコミュニケー

ションのコツは、『やさし

い日本語』に通じるところ

があります

黒田
さん

※東京都の国籍・地域別在留外国人数と構成比および「やさしい日本語」の認知度は、小数点以下第１位表記のため、合計
値と個 を々加算した計に差がある
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「やさしい日本語」のポイント 3つの「S」
やさしいコミュニケーション協会パンフレットより

目の前の人に“伝わること”が、ゴール
です。理解するまでに必要な言葉は一人
ひとり違うので、伝わらないときは色々
な言葉に言い換えて、“伝えること”が
大切です。

「やさしい日本語」の
ゴールは…？

体育館の中は土足厳禁ですので、入口で靴をお
脱ぎいただき、こちらの用紙にお名前とご住所
をご記入いただいてから、体育館の中にお入り
ください。

体
たい
育
いく
館
かん
はくつはダメです。ここで くつを ぬいで

ください。そのあと、この紙
かみ
に名

な
前
まえ
と 住

じゅう
所
しょ
を書

か

いてください。終
お
わったら、中

なか
に入
はい
ってください。

使ってみたいと思ったら
や さ し い 日 本 語 を

行政や医療現場での普及が進みつつある「やさしい日本語」。日 の々生活の中で使っ
てみたいときは、どうすればいいのでしょうか。黒田さんは「まずは身近なところから、
挨拶をしてみては」と話します。「外国人に声を掛けてみたいと思ったときに、『ハ
ロー』と声を掛けることが多いかもしれません。しかし、外見では何語を話すのか分
からないので、まずは日本語で『こんにちは』と声を掛けてみてください。相手が日
本語で返事をしてくれたら、そのまま日本語で会話を続けてみましょう。途中で、伝
わっていないかも…と思ったときは、以下のポイントを参考にしてみてください」。 イラスト：AN

イラスト：AN

例

火災が発生しました。避難してください。例

漢語→和語にする

火
か
事
じ
です。にげてください。

一文を短く！　一文一義にすること。

あいまいな表現や言葉は避けて！ 
具体的な言葉にすること。

言いさし文

ここで電
でん
話
わ
はダメです。

外
そと
で話
はな
してください。

あの、こちらでの電話は
ちょっと…例

二重否定の表現

できます。でも、時
じ
間
かん
がかかりま

す。今
きょう
日は時

じ
間
かん
がありますか？

できないこともないんですが…例

どこがズキズキするんですか？例

どこが痛
いた
いですか？

オノマトペ→使わない／具体的にする

妊娠届をご記入いただき、ご提出ください。

敬語（尊敬語・謙譲語）→丁寧語にする

この紙
かみ
を書

か
いてください。終

お
わったらだしてください。

例

こちらにサインをいただけますか。例

カタカナ語→別の言葉にする／補足する

ここに名
な
前
まえ
を書

か
いてください。

相手に合わせて、
他の言葉に言い換えを！ 

POINT

POINT

POINT

気軽に日本語で
コミュニ

ケーションを！

ACTION

外国人が日本語を学ぶときに
つまずきやすい日本語S imple

かんたんに
S traightはっきりと

S hortみじかく
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回答例は

25ページへ

図書館はA駅から歩いて5分くらいのところ

にあって、A駅の南口を出て左に100mくらい

のところにあるコンビニと花屋の間の道を

進むと、右側に図書館があります。

この電車は当駅で急病人の救護のため、

現在運転を見合わせております。

【ヒント】
「、」を「。」にできないか考えてみま
しょう。１つの文に１つの意味（一文
一義）になるように文を区切ってやさ
しくするといいですよ。

【ヒント】
急病人や救護、運転を見合わせるなど
は難しい日本語です。これらを簡単
な言葉に置き換えることが必要です。

「やさしい日本語」の活用例

阪神・淡路大震災をきっかけに生まれ
た「やさしい日本語」は、新潟県中越地震
（2004年）や東日本大震災（2011年）を経
て全国的に広がりました。災害時にも、
自治体では「やさしい日本語」が活用され
ています。2024年1月1日に発生した能
登半島地震の際には、NHKをはじめとす
る報道機関でも「やさしい日本語」が使わ
れました。

多文化共生に関する情報として
「やさしい日本語」を詳しく紹介
しているほか、多言語対応している
「外国人のための生
活ガイド」では、「や
さしい日本語」も使
われています。

「やさしい日本語」に言い換えてみよう！

出典：公益財団法人東京都つながり創生財団資料 イラスト：AN

災害時の情報提供

①道案内をする

②電車の遅延

東京都
多文化共生
ポータルサイト

「やさしい日本語」に言い換えると

https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/
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「
五
月
病
」
の
原
因
の
一
つ
目
は
、
長

期
休
暇
後
の
気
分
の
落
ち
込
み
で
す
。

こ
れ
は
世
界
中
で
見
ら
れ
る
現
象
で
、

「P

ポ
ス
ト

 バ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ost-vacation b

ブ
ル
ー

lues

」
な
ど
と
い
わ

れ
る
そ
う
で
す
。
休
暇
が
楽
し
か
っ
た

ほ
ど
、
日
常
生
活
へ
の
切
り
替
え
が
難

し
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

通
常
は
数
日
で
収
ま
り
ま
す
が
、
長
引

く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。そ
ん
な
時
は
、休

暇
の
思
い
出
話
を
し
た
り
、
写
真
や
お

土
産
を
振
り
返
っ
た
り
す
る
の
も
良
い

で
し
ょ
う
。
次
の
旅
行
の
計
画
を
立
て

て
、
楽
し
い
気
分
に
な
る
こ
と
も
効
果

的
で
す
。

環
境
の
変
化
が

原
因
の
一
つ

も
う
一
つ
は
、「
五
月
」
と
い
う
時

期
に
関
連
し
た
日
本
独
特
の
理
由
で

す
。
日
本
の
年
度
は
４
月
に
始
ま
り
、

新
入
学
や
転
校
、
就
職
や
異
動
、
一
人

暮
ら
し
の
ス
タ
ー
ト
な
ど
、
大
き
な
変

化
が
あ
り
ま
す
。
最
初
は
新
し
い
環
境

に
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
取
り
組
め
ま
す

が
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
明
け
に
、

休
ん
だ
反
動
も
あ
っ
て
緊
張
の
糸
が
切

れ
、
疲
れ
や
脱
力
感
が
一
気
に
襲
っ
て

く
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。

そ
の
結
果
、
抑
う
つ
や
不
安
、
不
眠
、

疲
労
感
、
や
る
気
の
低
下
な
ど
の
症
状

が
現
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
診
断
名

を
あ
え
て
つ
け
る
な
ら
適
応
障
害
と
な

り
ま
す
が
、
薬
で
治
す
病
気
と
い
う
よ

り
は
心
理
的
な
問
題
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。

心
と
体
の
ケ
ア
を

大
切
に

具
体
的
な
対
処
法
と
し
て
は
、
十
分

な
休
息
と
睡
眠
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た

食
事
、
適
度
な
運
動
な
ど
で
体
調
を
ケ

ア
す
る
こ
と
が
ま
ず
重
要
で
す
。
加
え

て
、
心
理
面
を
ケ
ア
す
る
こ
と
に
目
を

向
け
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
趣
味
を
楽

し
む
、
感
情
を
整
理
す
る
た
め
に
自
己

観
察
を
行
う
、
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
取
る
な
ど
を
心
掛
け
ま
し
ょ

う
。「

五
月
病
」
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
工

夫
で
克
服
し
や
す
く
な
り
ま
す
。「
疲

れ
て
い
る
だ
け
」
と
放
置
せ
ず
に
、
自

己
管
理
能
力
を
高
め
、
周
囲
の
サ
ポ
ー

ト
を
受
け
な
が
ら
、
健
や
か
な
心
と
体

を
保
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

武蔵野赤十字病院
■ 所在地 〒 180-8610　東京都武蔵野市境南町 1-26-1
■ 連絡先 Tel 0422-32-3111（代表）
■ 休診日 土曜、日曜、祝日、5 月 1 日（赤十字創立記念日）、年末年始 
■ 病床数 611 床（一般 528 床、ICU 8 床、HCU 22 床、GICU 6 床、SCU 9 床、
 NICU 6 床、GCU 12 床、感染症 20 床）

初
夏
の
心
身
の
不
調
、「
五
月
病
」か
も
？

JRC  MUSASHINO  HOSPITAL

心地よい春の陽気が広がる５月。しかし、この季節には、時に「五月病」と呼ばれる状態がやって来る
ことがあります。個人によって事情は異なりますが、その原因と対処法についてご紹介します。

放
っ
て
お
か
ず
に
適
切
な
対
処
を

精神科部長

武藤  仁志
Hitoshi Muto

 就職、転職、進学、一人暮らしの
開始など生活に変化があった

 朝起きて「学校や会社に行きた
くない」と感じる

 食欲がない、動悸がする、眠れ
ない、涙ぐむなどの症状が複数
表れる

 イライラしたり気分が落ち込む

こんな状況・症状に
気を付けて

 十分な休息、睡眠、バランス
の取れた食事をする

 ストレッチや散歩など適度
な運動や気分転換をする

 趣味を楽しむ
 第三者に話を聞いてもらう

などコミュニケーションを
取る

「五月病」に
ならないために
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こ
の
度
、当
院
３
階
に
16
床（
個
室
４

室
、
２
人
部
屋
２
室
、
4
人
部
屋
２
室
）

の
緩
和
ケ
ア
病
棟
が
で
き
、
２
０
２
４

年
1
月
末
か
ら
入
院
患
者
さ
ん
の
受
け

入
れ
を
開
始
し
ま
し
た
。

緩
和
ケ
ア
病
棟
で
は
、
当
院
近
隣
で

在
宅
療
養
中
の
進
行
が
ん
患
者
さ
ん
が

必
要
な
時
に
入
院
で
き
る
よ
う
な
、
地

域
の
緩
和
ケ
ア
を
支
え
る
存
在
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

対
象
は
地
域
在
住
の
患
者
さ
ん

緩
和
ケ
ア
病
棟
へ
の
入
院
対
象
者
は

「
積
極
的
が
ん
治
療
を
終
了
さ
れ
た
方
」

あ
る
い
は
「
積
極
的
が
ん
治
療
を
希
望

さ
れ
な
い
方
」
で
、
緩
和
ケ
ア
の
基
本

方
針
（
病
状
の
自
然
な
流
れ
に
逆
ら
わ

な
い
、
つ
ら
い
症
状
の
可
能
な
範
囲
で

の
緩
和
を
第
一
と
す
る
な
ど
）
を
ご
理

解
い
た
だ
け
て
い
る
方
で
す
。

当
院
の
緩
和
ケ
ア
病
棟
に
登
録
を
ご

希
望
の
場
合
に
は
、
ま
ず
か
か
り
つ
け

医
か
ら
の
紹
介
状
を
ご
持
参
の
う
え
、

緩
和
ケ
ア
外
来
を
受
診
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。
そ
の
後
、
患
者
さ
ん
・
ご
家
族

の
ご
希
望
が
緩
和
ケ
ア
病
棟
の
方
針
と

ズ
レ
が
な
い
か
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
う
え
で
、
対
象
と
な
る
患
者
さ
ん

を
登
録
し
ま
す
。

希
望
の
場
所
で
の
療
養
を
目
指
す

登
録
後
は
、
患
者
さ
ん
の
状
況
に
合

わ
せ
て
、
で
き
る
だ
け
ご
希
望
の
場
所

で
過
ご
せ
る
よ
う
、
地
域
の
医
療
機
関

と
も
協
力
し
な
が
ら
対
応
し
て
い
ま

す
。
引
き
続
き
在
宅
療
養
を
続
け
る
こ

と
も
で
き
ま
す
し
、
入
院
が
望
ま
し
い

場
合
に
は
入
院
手
配
を
行
い
ま
す
。
ま

た
入
院
後
も
在
宅
療
養
が
可
能
な
状
況

に
な
っ
た
場
合
に
は
、
再
び
在
宅
療
養

に
戻
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
さ
ら
に
、
介
護
者
の
休
息
の
た
め

に
在
宅
療
養
中
の
患
者
さ
ん
を
病
院
で

お
引
き
受
け
す
る
レ
ス
パ
イ
ト
入
院
に

も
対
応
し
て
い
ま
す
。

何
か
あ
っ
た
と
き
に
緩
和
ケ
ア
病
棟

へ
の
入
院
が
保
障
さ
れ
て
い
れ
ば
、
在

宅
療
養
中
も
安
心
し
て
過
ご
せ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
の
緩

和
ケ
ア
病
棟
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い

ま
す
。
当
院
の
緩
和
ケ
ア
病
棟
へ
の
入

院
を
ご
検
討
い
た
だ
く
場
合
に
は
、
ぜ

ひ
か
か
り
つ
け
医
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

大森赤十字病院
■ 所在地　〒 143-8527　東京都大田区中央 4-30-1
■ 連絡先　Tel 03-3775-3111（代表）
■ 休診日　土曜（第 2・4・5）、日曜、祝日、年末年始（急患は随時）
■ 病床数　344 床（一般 326 床、ICU・CCU 6 床、HCU 12 床）

当院では、地域で在宅療養中の進行がん患者さんを対象に、緩和ケア病棟での
受け入れを開始しました。患者さんの病状や体調に合わせ、病棟と自宅療養を
行き来できる緩和ケアの提供を目指しています。

病
棟
と
自
宅
療
養
の
行
き
来
を
可
能
に

緩
和
ケ
ア
病
棟
が
始
ま
り
ま
し
た

緩和ケア内科部長

茅根 義和
Yoshikazu Chinone

JRC OMORI HOSPITAL

病室（２人部屋）デイルーム

緩和ケア病棟フロア図
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「
五
月
病
」
の
原
因
の
一
つ
目
は
、
長

期
休
暇
後
の
気
分
の
落
ち
込
み
で
す
。

こ
れ
は
世
界
中
で
見
ら
れ
る
現
象
で
、

「P

ポ
ス
ト

 バ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ost-vacation b

ブ
ル
ー

lues

」
な
ど
と
い
わ

れ
る
そ
う
で
す
。
休
暇
が
楽
し
か
っ
た

ほ
ど
、
日
常
生
活
へ
の
切
り
替
え
が
難

し
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

通
常
は
数
日
で
収
ま
り
ま
す
が
、
長
引

く
こ
と
も
あ
り
ま
す
。そ
ん
な
時
は
、休

暇
の
思
い
出
話
を
し
た
り
、
写
真
や
お

土
産
を
振
り
返
っ
た
り
す
る
の
も
良
い

で
し
ょ
う
。
次
の
旅
行
の
計
画
を
立
て

て
、
楽
し
い
気
分
に
な
る
こ
と
も
効
果

的
で
す
。

環
境
の
変
化
が

原
因
の
一
つ

も
う
一
つ
は
、「
五
月
」
と
い
う
時

期
に
関
連
し
た
日
本
独
特
の
理
由
で

す
。
日
本
の
年
度
は
４
月
に
始
ま
り
、

新
入
学
や
転
校
、
就
職
や
異
動
、
一
人

暮
ら
し
の
ス
タ
ー
ト
な
ど
、
大
き
な
変

化
が
あ
り
ま
す
。
最
初
は
新
し
い
環
境

に
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が
ら
取
り
組
め
ま
す

が
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
明
け
に
、

休
ん
だ
反
動
も
あ
っ
て
緊
張
の
糸
が
切

れ
、
疲
れ
や
脱
力
感
が
一
気
に
襲
っ
て

く
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。

そ
の
結
果
、
抑
う
つ
や
不
安
、
不
眠
、

疲
労
感
、
や
る
気
の
低
下
な
ど
の
症
状

が
現
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
診
断
名

を
あ
え
て
つ
け
る
な
ら
適
応
障
害
と
な

り
ま
す
が
、
薬
で
治
す
病
気
と
い
う
よ

り
は
心
理
的
な
問
題
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。

心
と
体
の
ケ
ア
を

大
切
に

具
体
的
な
対
処
法
と
し
て
は
、
十
分

な
休
息
と
睡
眠
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た

食
事
、
適
度
な
運
動
な
ど
で
体
調
を
ケ

ア
す
る
こ
と
が
ま
ず
重
要
で
す
。
加
え

て
、
心
理
面
を
ケ
ア
す
る
こ
と
に
目
を

向
け
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
趣
味
を
楽

し
む
、
感
情
を
整
理
す
る
た
め
に
自
己

観
察
を
行
う
、
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
取
る
な
ど
を
心
掛
け
ま
し
ょ

う
。「

五
月
病
」
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
工

夫
で
克
服
し
や
す
く
な
り
ま
す
。「
疲

れ
て
い
る
だ
け
」
と
放
置
せ
ず
に
、
自

己
管
理
能
力
を
高
め
、
周
囲
の
サ
ポ
ー

ト
を
受
け
な
が
ら
、
健
や
か
な
心
と
体

を
保
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

武蔵野赤十字病院
■ 所在地 〒 180-8610　東京都武蔵野市境南町 1-26-1
■ 連絡先 Tel 0422-32-3111（代表）
■ 休診日 土曜、日曜、祝日、5 月 1 日（赤十字創立記念日）、年末年始 
■ 病床数 611 床（一般 528 床、ICU 8 床、HCU 22 床、GICU 6 床、SCU 9 床、
 NICU 6 床、GCU 12 床、感染症 20 床）

初
夏
の
心
身
の
不
調
、「
五
月
病
」か
も
？

JRC  MUSASHINO  HOSPITAL

心地よい春の陽気が広がる５月。しかし、この季節には、時に「五月病」と呼ばれる状態がやって来る
ことがあります。個人によって事情は異なりますが、その原因と対処法についてご紹介します。

放
っ
て
お
か
ず
に
適
切
な
対
処
を

精神科部長

武藤  仁志
Hitoshi Muto

 就職、転職、進学、一人暮らしの
開始など生活に変化があった

 朝起きて「学校や会社に行きた
くない」と感じる

 食欲がない、動悸がする、眠れ
ない、涙ぐむなどの症状が複数
表れる

 イライラしたり気分が落ち込む

こんな状況・症状に
気を付けて

 十分な休息、睡眠、バランス
の取れた食事をする

 ストレッチや散歩など適度
な運動や気分転換をする

 趣味を楽しむ
 第三者に話を聞いてもらう

などコミュニケーションを
取る

「五月病」に
ならないために
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こ
の
度
、当
院
３
階
に
16
床（
個
室
４

室
、
２
人
部
屋
２
室
、
4
人
部
屋
２
室
）

の
緩
和
ケ
ア
病
棟
が
で
き
、
２
０
２
４

年
1
月
末
か
ら
入
院
患
者
さ
ん
の
受
け

入
れ
を
開
始
し
ま
し
た
。

緩
和
ケ
ア
病
棟
で
は
、
当
院
近
隣
で

在
宅
療
養
中
の
進
行
が
ん
患
者
さ
ん
が

必
要
な
時
に
入
院
で
き
る
よ
う
な
、
地

域
の
緩
和
ケ
ア
を
支
え
る
存
在
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

対
象
は
地
域
在
住
の
患
者
さ
ん

緩
和
ケ
ア
病
棟
へ
の
入
院
対
象
者
は

「
積
極
的
が
ん
治
療
を
終
了
さ
れ
た
方
」

あ
る
い
は
「
積
極
的
が
ん
治
療
を
希
望

さ
れ
な
い
方
」
で
、
緩
和
ケ
ア
の
基
本

方
針
（
病
状
の
自
然
な
流
れ
に
逆
ら
わ

な
い
、
つ
ら
い
症
状
の
可
能
な
範
囲
で

の
緩
和
を
第
一
と
す
る
な
ど
）
を
ご
理

解
い
た
だ
け
て
い
る
方
で
す
。

当
院
の
緩
和
ケ
ア
病
棟
に
登
録
を
ご

希
望
の
場
合
に
は
、
ま
ず
か
か
り
つ
け

医
か
ら
の
紹
介
状
を
ご
持
参
の
う
え
、

緩
和
ケ
ア
外
来
を
受
診
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。
そ
の
後
、
患
者
さ
ん
・
ご
家
族

の
ご
希
望
が
緩
和
ケ
ア
病
棟
の
方
針
と

ズ
レ
が
な
い
か
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
う
え
で
、
対
象
と
な
る
患
者
さ
ん

を
登
録
し
ま
す
。

希
望
の
場
所
で
の
療
養
を
目
指
す

登
録
後
は
、
患
者
さ
ん
の
状
況
に
合

わ
せ
て
、
で
き
る
だ
け
ご
希
望
の
場
所

で
過
ご
せ
る
よ
う
、
地
域
の
医
療
機
関

と
も
協
力
し
な
が
ら
対
応
し
て
い
ま

す
。
引
き
続
き
在
宅
療
養
を
続
け
る
こ

と
も
で
き
ま
す
し
、
入
院
が
望
ま
し
い

場
合
に
は
入
院
手
配
を
行
い
ま
す
。
ま

た
入
院
後
も
在
宅
療
養
が
可
能
な
状
況

に
な
っ
た
場
合
に
は
、
再
び
在
宅
療
養

に
戻
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
さ
ら
に
、
介
護
者
の
休
息
の
た
め

に
在
宅
療
養
中
の
患
者
さ
ん
を
病
院
で

お
引
き
受
け
す
る
レ
ス
パ
イ
ト
入
院
に

も
対
応
し
て
い
ま
す
。

何
か
あ
っ
た
と
き
に
緩
和
ケ
ア
病
棟

へ
の
入
院
が
保
障
さ
れ
て
い
れ
ば
、
在

宅
療
養
中
も
安
心
し
て
過
ご
せ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
の
緩

和
ケ
ア
病
棟
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い

ま
す
。
当
院
の
緩
和
ケ
ア
病
棟
へ
の
入

院
を
ご
検
討
い
た
だ
く
場
合
に
は
、
ぜ

ひ
か
か
り
つ
け
医
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

大森赤十字病院
■ 所在地　〒 143-8527　東京都大田区中央 4-30-1
■ 連絡先　Tel 03-3775-3111（代表）
■ 休診日　土曜（第 2・4・5）、日曜、祝日、年末年始（急患は随時）
■ 病床数　344 床（一般 326 床、ICU・CCU 6 床、HCU 12 床）

当院では、地域で在宅療養中の進行がん患者さんを対象に、緩和ケア病棟での
受け入れを開始しました。患者さんの病状や体調に合わせ、病棟と自宅療養を
行き来できる緩和ケアの提供を目指しています。

病
棟
と
自
宅
療
養
の
行
き
来
を
可
能
に

緩
和
ケ
ア
病
棟
が
始
ま
り
ま
し
た

緩和ケア内科部長

茅根 義和
Yoshikazu Chinone

JRC OMORI HOSPITAL

病室（２人部屋）デイルーム

緩和ケア病棟フロア図
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生
徒
達
に
小
さ
な
針
穴
が
開
い
た
紙

を
配
り
、「
紙
を
天
井
に
か
ざ
し
て
み
ま

し
ょ
う
！
」
と
言
う
と
、
み
ん
な
不
思

議
そ
う
に
針
穴
を
の
ぞ
き
ま
す
。
針
穴

の
大
き
さ
は
約
１
㎜
、「
い
の
ち
の
は

じ
ま
り
」
で
あ
る
受
精
卵
と
同
じ
大
き

さ
で
す
。
男
性
の
体
に
あ
る
精
子
と
女

性
の
体
に
あ
る
卵
子
は
い
の
ち
の
も
と

で
、
中
学
生
の
体
に
も
す
で
に
存
在
し

ま
す
。
と
て
も
小
さ
な
受
精
卵
が
お
母

さ
ん
の
お
腹
の
中
で
10
カ
月
間
か
け
て

大
き
く
な
り
、
無
事
に
生
ま
れ
て
く
る

こ
と
は
当
た
り
前
で
は
な
い
こ
と
を
、

大
切
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
伝
え
ま
し

た
。同
時
に
、出
産
は
母
も
子
も
命
懸
け

で
あ
り
、胎
児
か
ら
赤
ち
ゃ
ん
、そ
し
て

中
学
生
に
成
長
し
た「
今
の
自
分
」は
素

晴
ら
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
お
話
し

し
て
い
ま
す
。

自
分
と
相
手
の
い
の
ち
を
大
切
に

思
春
期
は
、
ホ
ル
モ
ン
バ
ラ
ン
ス
の

変
化
か
ら
、
イ
ラ
イ
ラ
や
モ
ヤ
モ
ヤ
な

ど
の
感
情
が
生
じ
、
心
が
不
安
定
に
な

り
や
す
い
時
期
で
す
。
授
業
を
受
け
た

生
徒
に
は
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
知
り

一
人
で
抱
え
込
ま
な
い
こ
と
、
信
頼
で

き
る
大
人
に
相
談
す
る
こ
と
、
ス
ト
レ

ス
発
散
の
方
法
を
見
つ
け
る
こ
と
が
大

切
で
あ
る
と
伝
え
ま
し
た
。

最
後
に
生
ま
れ
て
す
ぐ
の
赤
ち
ゃ
ん

と
同
じ
サ
イ
ズ
の
人
形
を
抱
っ
こ
す
る

と
、「
重
い
ね
」「
ド
キ
ド
キ
す
る
」な
ど

と
言
い
合
い
な
が
ら
、
み
ん
な
笑
顔
で

楽
し
そ
う
で
し
た
。後
日
、「
自
分
が
生

ま
れ
て
き
た
奇
跡
を
感
じ
た
」「
自
分
を

大
切
に
し
た
い
と
思
っ
た
」「
親
や
友
達

と
の
関
係
が
難
し
い
時
が
あ
る
が
、
今

回
の
授
業
が
た
め
に
な
っ
た
」「
相
手
の

こ
と
を
知
り
、
お
互
い
を
大
切
に
し
た

い
」な
ど
の
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

い
の
ち
の
尊
さ
を
伝
え
続
け
た
い

授
業
を
受
け
た
生
徒
の
中
に
は
当
院

で
生
ま
れ
た
子
も
い
ま
す
。
小
さ
な
い

の
ち
が
中
学
生
ま
で
元
気
に
育
っ
た
姿

を
目
に
し
、
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が
熱
く
な
り
ま
し
た
。

い
じ
め
や
自
殺
が
絶
え
な
い
世
の
中
で

す
が
、
生
ま
れ
て
く
る
奇
跡
を
そ
ば
で

支
え
る
助
産
師
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち

に
「
生
ま
れ
て
き
て
く
れ
て
あ
り
が
と

う
」「
自
分
を
大
切
に
生
き
て
ほ
し
い
」

と
い
う
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ッ
セ
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ジ
を
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れ
か
ら
も
伝

え
続
け
て
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き
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す
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東京かつしか赤十字母子医療センター
■所在地　〒 125-0051　東京都葛飾区新宿 3-7-1
■連絡先　Tel 03-5876-3511（代表）
■休診日　日曜、祝日、年末年始
■病床数　104 床（産婦人科一般 65 床、MFICU 3 床、NICU 12 床、GCU 24 床）
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で
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て
の
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は
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な
存
在

い
の
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の
授
業

JRC KATSUSHIKA PERINATAL CENTER

当院では、葛飾区より生命尊重推進事業について委託を受け、助産師が区内の小中学校を訪問し「い
のちの授業」を行っています。各学校とは事前に打ち合わせを行い、授業を受ける学年に合わせた
内容を考えます。今回は、私が担当した中学校１年生の授業をご紹介します。

看護部看護係長
助産師

山川 早苗
Sanae Yamakawa

いのちの授業で使う月齢ごとの胎児の人形。実際の大
きさと重さに近づけている

お母さんのお腹の中でどのように赤ちゃんが育つのか
を説明
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血
け っ

漿
しょう

から造るくすりに助けられました
〜献血者の皆さまへ「ありがとうの声」が届いています〜

献血でいただいた血液は、輸血用血液製剤だけでなく、その半分以上が血漿分画製剤という医薬品を造るための原料として使用され
ています。そんな血漿分画製剤のひとつである「免疫グロブリン製剤」に救われた患者さんからの「ありがとうの声」をご紹介します。

＊1：乳幼児に起こりやすい病気。急な発熱で始まることが多く、発疹、目の充血、手足の腫れ、首のリンパ節の腫れなどの症状が
生じる。原因は不明で、診断が難しいこともある 

＊2：東京都内では献血ルーム吉祥寺タキオンで毎週火曜日に「お子様保育」を実施（完全予約制）

　7カ月の息子の発熱から4日目、3つ目の病院で川崎病＊1の疑いありと言われ、大きな病院へ向かいまし
た。離乳食どころか、おっぱいも飲めなくなり、ぐったりしている息子。ほとんど川崎病で間違いないだろ
うという医師の判断から、治療の説明を受け、輸血の同意書を渡されました。その際、川崎病の治療に不可
欠な免疫グロブリン製剤は献血からできているということを医師から聞きました。
　翌日、医師から免疫グロブリンの投与を始めて熱が下がったこと、離乳食も食べられたことを聞き、ほっ
としました。治療の効果が表れ、15日後、息子は無事元気になって退院できました。
　退院後、息子は善意の誰かの献血に助けられたんだとの思いが強くなり、授乳が終
わったら私も献血に行こうと決め、保育のある献血ルーム＊2に定期的に通うようにな
りました。自分の人生において、輸血を意識したことはありませんでした。しかし、誰し

もその助けが必要になる時が来るかもしれません。私も『善意の誰か』になるべく献血を続け、このような
きっかけがあったことを発信していきたいと思います。

血漿分画製剤とは？

人の血液の血漿（液体成分）に含まれるいくつかの
たんぱく質を抽出・精製したもの。「血漿成分献血」
でいただく血漿成分だけでなく、「全血献血」でい
ただく血液からも血漿成分が分離され、血漿分画
製剤の原料となります。 

血液凝固第Ⅷ因子製剤
血友病などに使われます。

アルブミン製剤
やけどやショックなどに使
用されます。

免疫グロブリン製剤
重症感染症、ある種の神経
疾患、川崎病などに使われ
ます。

〜血漿分画製剤が造られる流れ〜

血液の成分中の血漿を原料として、各種血漿分画製剤が造られます。

「ありがとうの声」のご紹介、
募集ページはこちらから

血
漿
分
画
製
剤
の
ご
紹
介

「献血からできているくすりに助けられ、息子は元気になりました」
ペンネームひつじさん
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生
徒
達
に
小
さ
な
針
穴
が
開
い
た
紙

を
配
り
、「
紙
を
天
井
に
か
ざ
し
て
み
ま

し
ょ
う
！
」
と
言
う
と
、
み
ん
な
不
思

議
そ
う
に
針
穴
を
の
ぞ
き
ま
す
。
針
穴

の
大
き
さ
は
約
１
㎜
、「
い
の
ち
の
は

じ
ま
り
」
で
あ
る
受
精
卵
と
同
じ
大
き

さ
で
す
。
男
性
の
体
に
あ
る
精
子
と
女

性
の
体
に
あ
る
卵
子
は
い
の
ち
の
も
と

で
、
中
学
生
の
体
に
も
す
で
に
存
在
し

ま
す
。
と
て
も
小
さ
な
受
精
卵
が
お
母

さ
ん
の
お
腹
の
中
で
10
カ
月
間
か
け
て

大
き
く
な
り
、
無
事
に
生
ま
れ
て
く
る

こ
と
は
当
た
り
前
で
は
な
い
こ
と
を
、

大
切
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
伝
え
ま
し

た
。同
時
に
、出
産
は
母
も
子
も
命
懸
け

で
あ
り
、胎
児
か
ら
赤
ち
ゃ
ん
、そ
し
て

中
学
生
に
成
長
し
た「
今
の
自
分
」は
素

晴
ら
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
お
話
し

し
て
い
ま
す
。

自
分
と
相
手
の
い
の
ち
を
大
切
に

思
春
期
は
、
ホ
ル
モ
ン
バ
ラ
ン
ス
の

変
化
か
ら
、
イ
ラ
イ
ラ
や
モ
ヤ
モ
ヤ
な

ど
の
感
情
が
生
じ
、
心
が
不
安
定
に
な

り
や
す
い
時
期
で
す
。
授
業
を
受
け
た

生
徒
に
は
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
知
り

一
人
で
抱
え
込
ま
な
い
こ
と
、
信
頼
で

き
る
大
人
に
相
談
す
る
こ
と
、
ス
ト
レ

ス
発
散
の
方
法
を
見
つ
け
る
こ
と
が
大

切
で
あ
る
と
伝
え
ま
し
た
。

最
後
に
生
ま
れ
て
す
ぐ
の
赤
ち
ゃ
ん

と
同
じ
サ
イ
ズ
の
人
形
を
抱
っ
こ
す
る

と
、「
重
い
ね
」「
ド
キ
ド
キ
す
る
」な
ど

と
言
い
合
い
な
が
ら
、
み
ん
な
笑
顔
で

楽
し
そ
う
で
し
た
。後
日
、「
自
分
が
生

ま
れ
て
き
た
奇
跡
を
感
じ
た
」「
自
分
を

大
切
に
し
た
い
と
思
っ
た
」「
親
や
友
達

と
の
関
係
が
難
し
い
時
が
あ
る
が
、
今

回
の
授
業
が
た
め
に
な
っ
た
」「
相
手
の

こ
と
を
知
り
、
お
互
い
を
大
切
に
し
た

い
」な
ど
の
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

い
の
ち
の
尊
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伝
え
続
け
た
い

授
業
を
受
け
た
生
徒
の
中
に
は
当
院

で
生
ま
れ
た
子
も
い
ま
す
。
小
さ
な
い

の
ち
が
中
学
生
ま
で
元
気
に
育
っ
た
姿

を
目
に
し
、
胸
が
熱
く
な
り
ま
し
た
。

い
じ
め
や
自
殺
が
絶
え
な
い
世
の
中
で

す
が
、
生
ま
れ
て
く
る
奇
跡
を
そ
ば
で

支
え
る
助
産
師
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち

に
「
生
ま
れ
て
き
て
く
れ
て
あ
り
が
と

う
」「
自
分
を
大
切
に
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き
て
ほ
し
い
」

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
こ
れ
か
ら
も
伝

え
続
け
て
い
き
た
い
で
す
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東京かつしか赤十字母子医療センター
■所在地　〒 125-0051　東京都葛飾区新宿 3-7-1
■連絡先　Tel 03-5876-3511（代表）
■休診日　日曜、祝日、年末年始
■病床数　104 床（産婦人科一般 65 床、MFICU 3 床、NICU 12 床、GCU 24 床）
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JRC KATSUSHIKA PERINATAL CENTER

当院では、葛飾区より生命尊重推進事業について委託を受け、助産師が区内の小中学校を訪問し「い
のちの授業」を行っています。各学校とは事前に打ち合わせを行い、授業を受ける学年に合わせた
内容を考えます。今回は、私が担当した中学校１年生の授業をご紹介します。

看護部看護係長
助産師

山川 早苗
Sanae Yamakawa

いのちの授業で使う月齢ごとの胎児の人形。実際の大
きさと重さに近づけている

お母さんのお腹の中でどのように赤ちゃんが育つのか
を説明
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血
け っ

漿
しょう

から造るくすりに助けられました
〜献血者の皆さまへ「ありがとうの声」が届いています〜

献血でいただいた血液は、輸血用血液製剤だけでなく、その半分以上が血漿分画製剤という医薬品を造るための原料として使用され
ています。そんな血漿分画製剤のひとつである「免疫グロブリン製剤」に救われた患者さんからの「ありがとうの声」をご紹介します。

＊1：乳幼児に起こりやすい病気。急な発熱で始まることが多く、発疹、目の充血、手足の腫れ、首のリンパ節の腫れなどの症状が
生じる。原因は不明で、診断が難しいこともある 

＊2：東京都内では献血ルーム吉祥寺タキオンで毎週火曜日に「お子様保育」を実施（完全予約制）

　7カ月の息子の発熱から4日目、3つ目の病院で川崎病＊1の疑いありと言われ、大きな病院へ向かいまし
た。離乳食どころか、おっぱいも飲めなくなり、ぐったりしている息子。ほとんど川崎病で間違いないだろ
うという医師の判断から、治療の説明を受け、輸血の同意書を渡されました。その際、川崎病の治療に不可
欠な免疫グロブリン製剤は献血からできているということを医師から聞きました。
　翌日、医師から免疫グロブリンの投与を始めて熱が下がったこと、離乳食も食べられたことを聞き、ほっ
としました。治療の効果が表れ、15日後、息子は無事元気になって退院できました。
　退院後、息子は善意の誰かの献血に助けられたんだとの思いが強くなり、授乳が終
わったら私も献血に行こうと決め、保育のある献血ルーム＊2に定期的に通うようにな
りました。自分の人生において、輸血を意識したことはありませんでした。しかし、誰し

もその助けが必要になる時が来るかもしれません。私も「善意の誰か」になるべく献血を続け、このような
きっかけがあったことを発信していきたいと思います。

血漿分画製剤とは？

人の血液の血漿（液体成分）に含まれるいくつかの
たんぱく質を抽出・精製したもの。「血漿成分献血」
でいただく血漿成分だけでなく、「全血献血」でい
ただく血液からも血漿成分が分離され、血漿分画
製剤の原料となります。 

血液凝固第Ⅷ因子製剤
血友病などに使われます。

アルブミン製剤
やけどやショックなどに使
用されます。

免疫グロブリン製剤
重症感染症、ある種の神経
疾患、川崎病などに使われ
ます。

〜血漿分画製剤が造られる流れ〜

血液の成分中の血漿を原料として、各種血漿分画製剤が造られます。

「ありがとうの声」のご紹介、
募集ページはこちらから

血
漿
分
画
製
剤
の
ご
紹
介

「献血からできているくすりに助けられ、息子は元気になりました」
ペンネームひつじさん
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当園は、元々幼児のみをお預かりしていましたが、2018 年
より小学生以上への支援を継続することになり、2024

年 4 月現在、小中高校生が 15 人います。一番上の子は高校 2
年生となり、携帯電話の所持、進学、部活、就職など、考える
べきことが日々増えています。また、コミュニティが広がった
子どもたちからは、お小遣い、習い事、友達と遊ぶ場所の範
囲など、色々な要求や質問が投げ掛けられます。さらに、施
設のこういう所を変えて欲しいという意見も出ます。

子どもと職員がじっくり向き合う「子ども会」

昨今、子どもが意見を表明できるようにサポートする「ア
ドボカシー」の必要性が叫ばれていますが、当園でも、子ど
もたちの意見にしっかり向き合うことを大切に考えていま
す。そこで、数年前から「子ども会」と称した話し合いを年に
３回ほど開催し、小学生以上に参加してもらっています。「子
ども会」では、園のルールづくりを一緒に行ったり、出され
た意見に職員が返答をしています。要望を叶えられなくて
も、理由を伝えることで納得し、次の発想に転換する子も多
くいます。同年代の子どもたちのコミュニケーションの場
にもなり、着実に活気づいているこの取り組みを、今後も発
展させながら継続していきたいと思っています。

子どもと意見を
交わす機会を大切に

赤十字子供の家武蔵野赤十字保育園

警察署協力のもと
交通安全教室開催！

赤十字子供の家とは… 児童福祉法（第27条）に基づき、施設での保護養育
が必要として東京都児童相談所から措置された子
どもたちを預かる児童養護施設です。

2 月中旬、小学校入学を控えた５歳児クラスの子どもた
ちを対象に、武蔵野警察署のご協力のもと、交通安全

教室を開催しました。普段はあまり会うことができない警
察官の方々に道路の歩き方を教えてもらえるということで、
子どもたちはわくわくした様子。お話が始まると真剣に聴
き、質問されると積極的に発言する姿も見られました。

交通ルールの大切さを考える 1日に

交通安全教室では、交通ルールのお話を聴いて、警察官の
方による横断歩道の渡り方の見本を見てから、信号機や横断
歩道の白線を使って体験します。信号の色、車や自転車が来
ていないかをよく見た子どもたちは、交通ルールをしっかり
と守り、安全に横断歩道を渡ることができました。

教室後に子どもたちからは、「交通ルールを教えてもらっ
て、１年生になってから事故に遭わないようにしようと思っ
た」「安全に横断歩道を渡れてうれしかった」「ママにも交通
ルールを教えてあげる」という声がありました。

交通ルールに対する意識が強くなった子どもたちを見て、
子どもを守るためにも大人が見本となってルールを守り、安
全な街にしていきたいと考える 1 日になりました。

見通しの悪い
横断歩道を
渡る練習中

横断歩道を渡る練習を
する子どもたち

食事に関することは
子どもから意見として挙がって
くることが多く、経験や体験する

場を意識的に設けています

「子ども会」では、
秋に行われるお祭りの

出し物の手伝いを
してもらうことも
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と
し
て
実
施
し
た
※「
ル
ワ

ン
ダ
子
ど
も
支
援
募
金
」を

契
機
に
、「
ル
ワ
ン
ダ
の
子

ど
も
た
ち
の
た
め
に
何
か
し

た
い
」と
、
Ｊ
Ｒ
Ｃ
加
盟
校

で
あ
る
十
文
字
中
学
・
高
等

学
校
の
メ
ン
バ
ー
が
企
画
し

た
も
の
。
日
本
赤
十
字
社
ル

ワ
ン
ダ
駐
在
員
の
吉
田
拓
首

席
代
表
か
ら「
現
地
の
小
学

校
に
は
音
楽
や
図
工
を
行
う

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
ア
ー
ツ
の
授
業
が
あ
る
も
の

の
、
全
児
童
に
必
要
な
道
具
が
な
い
」と
い
う

現
状
を
聞
き
、
同
校
生
徒
に
呼
び
掛
け
て
ク
レ

ヨ
ン
や
カ
ラ
ー
ペ
ン
な
ど
を
集
め
ま
し
た
。

「
子
ど
も
た
ち
は
た
く
さ
ん
の
カ
ラ
ー
ペ
ン

を
前
に
目
を
輝
か
せ
、
好
き
な
色
を
好
き
な
だ

け
選
ん
で
お
絵
描
き
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

画
材
を
日
本
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
の
ビ
デ
オ
メ
ッ

セ
ー
ジ
と
と
も
に
届
け
る
こ
と
で
、
支
援
者
の

思
い
も
一
緒
に
届
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」

（
河
野
職
員
）。

画
材
は
ル
ワ
ン
ダ
事
業
地
の
子
ど
も
た
ち
が

通
っ
て
い
る
全
て
の
小
学
校
（
３
校
）
に
寄
贈
。

普
段
の
授
業
で
も
今
後
使
用
さ
れ
る
予
定
で

す
。
よ
り
多
く
の

子
ど
も
た
ち
が
充

実
し
た
授
業
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
こ
と
を
願
っ

て
い
ま
す
。

国際NEWS

日
本
赤
十
字
社
は
令
和
元
年
か
ら
、
ル
ワ

ン
ダ
赤
十
字
社
と
連
携
し
て
「
ル
ワ
ン

ダ
気
候
変
動
等
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
強
化
事
業
」
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
ル
ワ
ン
ダ
は
急
激
な
経
済

成
長
を
遂
げ
る
一
方
、
農
村
部
で
は
イ
ン
フ
ラ

の
未
整
備
、
安
全
な
飲
料
水
の
不
足
、
感
染
症
、

気
候
変
動
に
よ
る
災
害
の
被
害
、
慢
性
的
な
貧

困
と
い
っ
た
社
会
課
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

日
赤
で
は
同
国
に
お
い
て
最
も
支
援
が
必
要
と

さ
れ
る
、
経
済
的
に
貧
し
い
南
部
の
５
つ
の
村

を
対
象
に
、
水
道
設
備
建
設
や
栄
養
指
導
、
教

育
支
援
「
子
ど
も
を
学
校
に
通
わ
せ
よ
う
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」な
ど
、い
の
ち
と
健
康
を
守
る
支
援

を
行
っ
て
い
ま
す
。

東
京
都
支
部
で
は
令
和
２
年
度
か
ら
同
事
業

に
毎
年
資
金
協
力
の
形
で
参
加
し
て
お
り
、
令

和
６
年
２
月
11
日
か
ら
18
日
に
は
、
事
業
の
進

捗
確
認
と
ル
ワ
ン
ダ
赤
十
字
社
と
の
協
議
の
た

め
、青
少
年
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
課
の
河
野
有
紗
職

員
が
ル
ワ
ン
ダ
に
赴
き
ま
し
た
。「
日
赤
が
行
う

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
で
、（
現
地
で
）
一
番
大
き

な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
水
道
設
備
の

完
成
で
す
。水
は
飲
料
、手
洗
い
、洗
濯
、風
呂
、

清
掃
な
ど
日
常
生
活
に
欠
か
せ
ず
、
ま
た
農
作

物
を
育
て
る
う
え
で
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
当
た

り
前
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
す
が
、
日
赤
が

事
業
を
行
う
村
で
は
、
暑
い
日
も
雨
の
日
も
給

水
ポ
イ
ン
ト
ま
で
水
を
汲
み
に
行
か
な
け
れ
ば

手
に
入
り
ま
せ
ん
。
水
を
汲
む
役
割
は
女
性
や

子
ど
も
が
担
っ
て
い
て
、
人
に
よ
っ
て
は
２
時

間
以
上
要
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
水
道
施
設

の
建
設
は
、
生
き
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
水
を

身
近
に
す
る
こ
と
な
の
で
す
」（
河
野
職
員
）。

カ
ラ
フ
ル
な
画
材
で

絵
を
描
く
子
ど
も
た
ち

現
地
で
は
、「
お
え
か
き
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」で

集
ま
っ
た
総
量
30
㎏
の
ク
レ
ヨ
ン
な
ど
を
小
学

校
へ
届
け
ま
し
た
。
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
令

和
４
年
度
に
Ｊ
Ｒ
Ｃ
の
１
０
０
周
年
記
念
事
業

ルワンダ支援で現地を訪問
〜「おえかきプロジェクト」の画材を届ける〜

水を汲み、裸足で家に帰る子ども。現地で給水ポイ
ントまで実際に歩いた職員は、「水までの距離の遠
さ」に大変驚かされたという

将来住みたい家をテーマに、色とりどりのクレヨン
やカラーペンを使って描きました！

※ ルワンダ子ども支援
募金についてはこちら

↓
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当園は、元々幼児のみをお預かりしていましたが、2018 年
より小学生以上への支援を継続することになり、2024

年 4 月現在、小中高校生が 15 人います。一番上の子は高校 2
年生となり、携帯電話の所持、進学、部活、就職など、考える
べきことが日々増えています。また、コミュニティが広がった
子どもたちからは、お小遣い、習い事、友達と遊ぶ場所の範
囲など、色々な要求や質問が投げ掛けられます。さらに、施
設のこういう所を変えて欲しいという意見も出ます。

子どもと職員がじっくり向き合う「子ども会」

昨今、子どもが意見を表明できるようにサポートする「ア
ドボカシー」の必要性が叫ばれていますが、当園でも、子ど
もたちの意見にしっかり向き合うことを大切に考えていま
す。そこで、数年前から「子ども会」と称した話し合いを年に
３回ほど開催し、小学生以上に参加してもらっています。「子
ども会」では、園のルールづくりを一緒に行ったり、出され
た意見に職員が返答をしています。要望を叶えられなくて
も、理由を伝えることで納得し、次の発想に転換する子も多
くいます。同年代の子どもたちのコミュニケーションの場
にもなり、着実に活気づいているこの取り組みを、今後も発
展させながら継続していきたいと思っています。

子どもと意見を
交わす機会を大切に

赤十字子供の家武蔵野赤十字保育園

警察署協力のもと
交通安全教室開催！

赤十字子供の家とは… 児童福祉法（第27条）に基づき、施設での保護養育
が必要として東京都児童相談所から措置された子
どもたちを預かる児童養護施設です。

2 月中旬、小学校入学を控えた５歳児クラスの子どもた
ちを対象に、武蔵野警察署のご協力のもと、交通安全

教室を開催しました。普段はあまり会うことができない警
察官の方々に道路の歩き方を教えてもらえるということで、
子どもたちはわくわくした様子。お話が始まると真剣に聴
き、質問されると積極的に発言する姿も見られました。

交通ルールの大切さを考える 1日に

交通安全教室では、交通ルールのお話を聴いて、警察官の
方による横断歩道の渡り方の見本を見てから、信号機や横断
歩道の白線を使って体験します。信号の色、車や自転車が来
ていないかをよく見た子どもたちは、交通ルールをしっかり
と守り、安全に横断歩道を渡ることができました。

教室後に子どもたちからは、「交通ルールを教えてもらっ
て、１年生になってから事故に遭わないようにしようと思っ
た」「安全に横断歩道を渡れてうれしかった」「ママにも交通
ルールを教えてあげる」という声がありました。

交通ルールに対する意識が強くなった子どもたちを見て、
子どもを守るためにも大人が見本となってルールを守り、安
全な街にしていきたいと考える 1 日になりました。

見通しの悪い
横断歩道を
渡る練習中

横断歩道を渡る練習を
する子どもたち

食事に関することは
子どもから意見として挙がって
くることが多く、経験や体験する

場を意識的に設けています

「子ども会」では、
秋に行われるお祭りの

出し物の手伝いを
してもらうことも
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と
し
て
実
施
し
た
※「
ル
ワ

ン
ダ
子
ど
も
支
援
募
金
」を

契
機
に
、「
ル
ワ
ン
ダ
の
子

ど
も
た
ち
の
た
め
に
何
か
し

た
い
」と
、
Ｊ
Ｒ
Ｃ
加
盟
校

で
あ
る
十
文
字
中
学
・
高
等

学
校
の
メ
ン
バ
ー
が
企
画
し

た
も
の
。
日
本
赤
十
字
社
ル

ワ
ン
ダ
駐
在
員
の
吉
田
拓
首

席
代
表
か
ら「
現
地
の
小
学

校
に
は
音
楽
や
図
工
を
行
う

ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
ア
ー
ツ
の
授
業
が
あ
る
も
の

の
、
全
児
童
に
必
要
な
道
具
が
な
い
」と
い
う

現
状
を
聞
き
、
同
校
生
徒
に
呼
び
掛
け
て
ク
レ

ヨ
ン
や
カ
ラ
ー
ペ
ン
な
ど
を
集
め
ま
し
た
。

「
子
ど
も
た
ち
は
た
く
さ
ん
の
カ
ラ
ー
ペ
ン

を
前
に
目
を
輝
か
せ
、
好
き
な
色
を
好
き
な
だ

け
選
ん
で
お
絵
描
き
を
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。

画
材
を
日
本
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
の
ビ
デ
オ
メ
ッ

セ
ー
ジ
と
と
も
に
届
け
る
こ
と
で
、
支
援
者
の

思
い
も
一
緒
に
届
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
」

（
河
野
職
員
）。

画
材
は
ル
ワ
ン
ダ
事
業
地
の
子
ど
も
た
ち
が

通
っ
て
い
る
全
て
の
小
学
校
（
３
校
）
に
寄
贈
。

普
段
の
授
業
で
も
今
後
使
用
さ
れ
る
予
定
で

す
。
よ
り
多
く
の

子
ど
も
た
ち
が
充

実
し
た
授
業
を
受

け
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
こ
と
を
願
っ

て
い
ま
す
。
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日
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ら
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と
連
携
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変
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等
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強
化
事
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を

実
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い
ま
す
。
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な
経
済

成
長
を
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る
一
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、
農
村
部
で
は
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ン
フ
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の
未
整
備
、
安
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な
飲
料
水
の
不
足
、
感
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、

気
候
変
動
に
よ
る
災
害
の
被
害
、
慢
性
的
な
貧

困
と
い
っ
た
社
会
課
題
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

日
赤
で
は
同
国
に
お
い
て
最
も
支
援
が
必
要
と

さ
れ
る
、
経
済
的
に
貧
し
い
南
部
の
５
つ
の
村

を
対
象
に
、
水
道
設
備
建
設
や
栄
養
指
導
、
教

育
支
援
「
子
ど
も
を
学
校
に
通
わ
せ
よ
う
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
」な
ど
、い
の
ち
と
健
康
を
守
る
支
援

を
行
っ
て
い
ま
す
。

東
京
都
支
部
で
は
令
和
２
年
度
か
ら
同
事
業

に
毎
年
資
金
協
力
の
形
で
参
加
し
て
お
り
、
令

和
６
年
２
月
11
日
か
ら
18
日
に
は
、
事
業
の
進

捗
確
認
と
ル
ワ
ン
ダ
赤
十
字
社
と
の
協
議
の
た

め
、青
少
年
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
課
の
河
野
有
紗
職

員
が
ル
ワ
ン
ダ
に
赴
き
ま
し
た
。「
日
赤
が
行
う

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
中
で
、（
現
地
で
）
一
番
大
き

な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
水
道
設
備
の

完
成
で
す
。水
は
飲
料
、手
洗
い
、洗
濯
、風
呂
、

清
掃
な
ど
日
常
生
活
に
欠
か
せ
ず
、
ま
た
農
作

物
を
育
て
る
う
え
で
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
当
た

り
前
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
す
が
、
日
赤
が

事
業
を
行
う
村
で
は
、
暑
い
日
も
雨
の
日
も
給

水
ポ
イ
ン
ト
ま
で
水
を
汲
み
に
行
か
な
け
れ
ば

手
に
入
り
ま
せ
ん
。
水
を
汲
む
役
割
は
女
性
や

子
ど
も
が
担
っ
て
い
て
、
人
に
よ
っ
て
は
２
時

間
以
上
要
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
水
道
施
設

の
建
設
は
、
生
き
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
水
を

身
近
に
す
る
こ
と
な
の
で
す
」（
河
野
職
員
）。

カ
ラ
フ
ル
な
画
材
で

絵
を
描
く
子
ど
も
た
ち

現
地
で
は
、「
お
え
か
き
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」で

集
ま
っ
た
総
量
30
㎏
の
ク
レ
ヨ
ン
な
ど
を
小
学

校
へ
届
け
ま
し
た
。
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
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令

和
４
年
度
に
Ｊ
Ｒ
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の
１
０
０
周
年
記
念
事
業

ルワンダ支援で現地を訪問
〜「おえかきプロジェクト」の画材を届ける〜

水を汲み、裸足で家に帰る子ども。現地で給水ポイ
ントまで実際に歩いた職員は、「水までの距離の遠
さ」に大変驚かされたという

将来住みたい家をテーマに、色とりどりのクレヨン
やカラーペンを使って描きました！
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諸岡さんが常に
持ち歩いている

救急セット。

今年１月の能登半島地震発生後、東京都支部の備
蓄倉庫で救援物資（安眠セット600箱／計3,600
セット）をトラックに積み込む様子（右が諸岡さん）

赤十字
Supporters

で
す
。
次
の
年
も
血
液
セ
ン
タ
ー
に
寄
付
を

持
っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、「
何
回
も
寄
付
し

て
く
れ
る
人
は
初
め
て
で
す
」
と
感
激
さ
れ

ま
し
た
。
そ
こ
で
「
献
血
と
同
じ
よ
う
に
寄

付
を
続
け
よ
う
」
と
思
い
、
毎
年
お
渡
し
し

て
き
ま
し
た
。働
い
て
い
た
頃
は
、冬
の
ボ
ー

ナ
ス
が
出
る
と
そ
れ
を
血
液
セ
ン
タ
ー
に

持
っ
て
い
く
の
が
恒
例
行
事
で
し
た
。
寄
付

は
約
50
年
間
継
続
し
て
い
ま
す
が
、
赤
十
字

の
活
動
を
支
え
、
ど
な
た
か
を
救
う
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
る
な
ら
ば
幸
甚
で
す
。

97
年
か
ら
登
録
し
て
い
る
＊
東
京
都
赤
十

字
救
護
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
、
大
切
に
し
て
い

る
活
動
で
す
。
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の

は
東
日
本
大
震
災
。
地
震
発
生
後
、
職
場
か

ら
な
ん
と
か
帰
宅
し
た
私
は
、
翌
日
、
東
京

都
支
部
に
駆
け
つ
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
救

援
物
資
の
積
み
込
み
、
救
援
車
両
の
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
な
ど
を
連
日
行
い
ま
し
た
。
後
方
支

援
任
務
の
大
切
さ
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
、
使

命
感
を
覚
え
る
日
々
で
し
た
。

救
護
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
は
平
時
も
展

開
さ
れ
て
お
り
、
私
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成

セ
ミ
ナ
ー
で
新
し
い
仲
間
を
育
成
し
た
り
、

訓
練
を
企
画
・
運
営
し
た
り
し
て
い
ま
す
。

喫
緊
の
課
題
は
若
手
不
足
。
日
頃
か
ら
防
災

意
識
を
高
め
た
り
救
急
法
を
身
に
つ
け
た
り

す
る
こ
と
は
身
近
な
人
を
救
う
こ
と
に
つ
な

が
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
た
く
さ
ん
の
方
に
ご
参

加
い
た
だ
き
、
助
け
合
え
る
世
の
中
を
つ
く

り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

19
歳
の
時
に
妹
を
病
気
で
亡
く
し
た

私
は
、「
病
気
で
苦
し
む
人
を
助
け

た
い
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
20
歳
で
初

め
て
献
血
を
し
ま
し
た
。
日
々
、
た
く
さ
ん

の
人
が
輸
血
を
必
要
と
し
て
お
り
、
誰
か
が

献
血
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

私
は
、
回
数
も
量
も
、
上
限
ま
で
献
血
を
し

続
け
ま
し
た
。
例
え
ば
、
成
分
献
血
は
２
週

間
に
１
回
で
き
ま
す
か
ら
年
間
だ
と
約
24
回

と
い
う
ペ
ー
ス
で
す
。
上
限
年
齢
で
あ
る
69

歳
ま
で
足
繁
く
献
血
ル
ー
ム
に
通
い
、
通
算

回
数
は
６
０
０
回
を
超
え
ま
し
た
。

血
液
事
業
の
大
き
な
課
題
は
安
定
供
給
で

す
。
献
血
者
数
に
は
波
が
あ
り
、
大
き
な
災

害
が
起
き
た
時
だ
け
一
時
的
に
増
え
た
り
、

寒
い
時
期
は
ガ
ク
ン
と
減
っ
た
り
す
る
よ
う

で
す
。年
に
数
回
の
ペ
ー
ス
で
も
良
い
の
で
、

献
血
を
継
続
的
な
習
慣
に
し
て
い
た
だ
け
る

と
、
必
要
な
方
に
ス
ム
ー
ズ
に
届
く
よ
う
に

な
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

私
が
赤
十
字
に
初
め
て
寄
付
を
し
た
の
は

１
９
７
４
年
。
当
時
通
っ
て
い
た
中
央
血
液

セ
ン
タ
ー
の
建
て
替
え
の
た
め
の
寄
付
の
呼

び
掛
け
ポ
ス
タ
ー
を
見
た
の
が
き
っ
か
け

＊災害時に、救援物資の輸送、被災者の応急救護、復旧活動などに協力するボランティア。平時は訓練や研修、防災教育活動などを行う。

苦
し
ん
で
い
る
人
を
救
う
た
め
、

赤
十
字
と
共
に
歩
ん
だ
道

（
東
京
都
赤
十
字
救
護
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
／
金
色
有
功
章
受
章
者
／

東
京
都
日
赤
紺
綬
有
功
会
会
員
）

諸も
ろ

岡お
か 

勇い
さ
む

さ
ん

郵便局長や入国審査官として多忙な日々を
送りつつ、赤十字の活動を支え続けた
諸岡さん。80歳の今も救護ボランティア
として災害時に活動されています

諸岡さんが大切にされている献血
手帳（上）と献血カード（下）
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諸岡さんが常に
持ち歩いている

救急セット。

今年１月の能登半島地震発生後、東京都支部の備
蓄倉庫で救援物資（安眠セット600箱／計3,600
セット）をトラックに積み込む様子（右が諸岡さん）

赤十字
Supporters

で
す
。
次
の
年
も
血
液
セ
ン
タ
ー
に
寄
付
を

持
っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、「
何
回
も
寄
付
し

て
く
れ
る
人
は
初
め
て
で
す
」
と
感
激
さ
れ

ま
し
た
。
そ
こ
で
「
献
血
と
同
じ
よ
う
に
寄

付
を
続
け
よ
う
」
と
思
い
、
毎
年
お
渡
し
し

て
き
ま
し
た
。働
い
て
い
た
頃
は
、冬
の
ボ
ー

ナ
ス
が
出
る
と
そ
れ
を
血
液
セ
ン
タ
ー
に

持
っ
て
い
く
の
が
恒
例
行
事
で
し
た
。
寄
付

は
約
50
年
間
継
続
し
て
い
ま
す
が
、
赤
十
字

の
活
動
を
支
え
、
ど
な
た
か
を
救
う
こ
と
に

つ
な
が
っ
て
い
る
な
ら
ば
幸
甚
で
す
。

97
年
か
ら
登
録
し
て
い
る
＊
東
京
都
赤
十

字
救
護
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
も
、
大
切
に
し
て
い

る
活
動
で
す
。
特
に
印
象
に
残
っ
て
い
る
の

は
東
日
本
大
震
災
。
地
震
発
生
後
、
職
場
か

ら
な
ん
と
か
帰
宅
し
た
私
は
、
翌
日
、
東
京

都
支
部
に
駆
け
つ
け
ま
し
た
。
そ
し
て
、
救

援
物
資
の
積
み
込
み
、
救
援
車
両
の
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
な
ど
を
連
日
行
い
ま
し
た
。
後
方
支

援
任
務
の
大
切
さ
を
ひ
し
ひ
し
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感
じ
、
使

命
感
を
覚
え
る
日
々
で
し
た
。

救
護
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
は
平
時
も
展

開
さ
れ
て
お
り
、
私
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成

セ
ミ
ナ
ー
で
新
し
い
仲
間
を
育
成
し
た
り
、

訓
練
を
企
画
・
運
営
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
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の
課
題
は
若
手
不
足
。
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防
災
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た
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を
身
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つ
け
た
り
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と
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身
近
な
人
を
救
う
こ
と
に
つ
な

が
り
ま
す
。
ぜ
ひ
、
た
く
さ
ん
の
方
に
ご
参

加
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た
だ
き
、
助
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え
る
世
の
中
を
つ
く

り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
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