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友
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／
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刊
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号
）発
行

ひびき〝響〟とは｢郷」の「音」と書きます。私ども東京福祉会では、
この温かなものを大切に「心に響く葬儀」を目指しております。

響

響
東京福祉会だより
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新年のご挨拶

　新年明けましておめでとうございます。心から新春のお慶びを申し上
げます。
　本年が東日本大震災復興の確かな手応えとオリンピックに向けた順調
な歩みを実感できる年となりますよう、皆様とともに祈りたいと思います。
　当会は大正8年の創立から今年で95年を迎えます。この間、時代の変
遷、社会の変化、人々の意識・価値観の多様化に即応しながら、地域福祉
を支える社会資源として、その役割の一端を担ってまいりました。
　これもひとえに会員の皆様、当会をご利用いただいた皆様、そして地域
の皆様のあたたかいご理解とご支援の賜であり、新年に当たり改めて感謝
を申し上げる次第でございます。
　さて、最近「ニューノーマル」という言葉を耳にします。予測しがたい変
化が何時起こるかわからない、過去の延長線上に収まらない変化が頻繁
に起きる時代になったことを意味する言葉として使われているようです。
　当会におきましても、昨年は特に震災対策に力を入れ、各斎場に自家
発電装置を設置するとともに2か所に震災井戸を掘削し、安心してご利用
いただける施設整備を行いました。
　こうした時代であればこそ、多様化するお客様のニーズにお応えし、安
心かつ心のこもった質の高いサービスでお手伝いをすることが、私たちの
役割だと深く認識いたしております。

　本年が皆様にとりまして佳き年でありますよ
う心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶とさせ
ていただきます。

平成26年　元旦

社会福祉法人東京福祉会　
理事長　原山　陽一
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「
論
語
」
の
中
に
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ

る
（
意
訳
）。
子
貢
（
し
こ
う
）
と
い
う
弟

子
が
あ
る
日
孔
子
に
向
か
っ
て
こ
ん
な
こ
と

を
言
っ
た
。

「
先
生
に
は
三
千
人
も
の
門
人
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
が
、
わ
た
く
し
は
そ
の
中
で
一

番
頭
が
悪
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
頭
の
悪
い

わ
た
く
し
が
、
先
生
が
お
示
し
に
な
る
た
っ

た
一
文
字
を
生
涯
守
り
抜
け
ば
、
人
間
と

し
て
間
違
い
な
く
生
き
抜
け
る
、
と
い
う

字
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
教
え
下
さ
い
」。
こ

れ
に
対
し
孔
子
は
「
子
貢
よ
、
そ
れ
は
恕

と
い
う
字
だ
よ
」
と
答
え
た
。

お
そ
ら
く
子
貢
は
字
引
を
引
い
た
の
に
違

い
な
い
。
字
引
に
は
「
恕
と
は
、
相
手
に

対
す
る
思
い
や
り
と
優
し
さ
の
こ
と
を
い

う
」
と
書
い
て
あ
っ
た
。
ま
た
「
ゆ
る
す
」

と
も
書
い
て
あ
る
。
子
貢
は
感
動
し
た
。

孔
子
先
生
が
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
い
つ

も
他
人
の
立
場
に
立
っ
て
物
を
考
え
る
、
こ

ち
ら
側
の
優
し
さ
と
思
い
や
り
の
心
の
こ
と

を
い
う
の
だ
。「
わ
た
し
は
こ
れ
を
生
涯
守

ろ
う
」
と
決
意
し
た
。

　
江
戸
時
代
の
心
あ
る
政
治
家
や
行
政
マ

ン
は
、
す
べ
て
こ
の
「
恕
の
心
」
を
守
っ
た
。

早
く
言
え
ば
、「
相
手
の
身
に
な
っ
て
物
を

考
え
、
そ
れ
に
対
す
る
手
を
打
つ
（
施
策

を
行
う
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
徳
川
時
代
を
眺
め
て
い
て
、
は
じ
め
て

「
市
民
の
存
在
」
を
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
考
え
た
の
は
第
八
代
将
軍

徳
川
吉
宗
だ
と
思
う
。
吉
宗
は
和
歌
山
藩

主
か
ら
八
代
将
軍
に
な
っ
た
人
物
だ
が
、

和
歌
山
で
今
で
い
う
地
方
行
政
を
行
う
場

合
に
も
す
で
に「
目
安
箱
」を
設
け
て
い
た
。

和
歌
山
城
の
大
手
門
の
前
に
こ
れ
を
据
え

付
け
、
藩
民
か
ら
の
意
見
を
受
け
付
け
た
。

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
江
戸
城
に
持
ち
込
ん
だ
。

現
在
東
京
都
千
代
田
区
の
東
京
銀
行
協
会

の
あ
る
と
こ
ろ
は
、
江
戸
時
代
は
幕
府
の

評
定
所
だ
っ
た
。
今
で
い
う
最
高
裁
判
所
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
裁
判
関
係
の
人
の
出
入

り
が
多
い
。
そ
の
人
の
集
ま
る
と
こ
ろ
に
吉

宗
は
「
目
安
箱
」
を
設
置
し
た
。
目
安
と

い
う
の
は
船
の
行
方
を
決
め
る
羅
針
盤
の

こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
吉
宗
に
す
れ
ば
、

「
江
戸
市
民
の
意
見
を
尊
重
し
な
が
ら
国
政

を
行
お
う
」
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
目
安

箱
を
開
け
る
の
は
吉
宗
ひ
と
り
で
あ
っ
て
、

立
会
い
に
江
戸
町
奉
行
の
大
岡
忠
相
を
呼

ん
だ
。
広
げ
た
意
見
書
の
中
で
役
に
立
つ

も
の
を
大
岡
に
与
え
、「
こ
れ
を
実
行
せ
よ
」

と
命
じ
た
。
あ
る
と
き
神
田
あ
た
り
に
住

む
町
医
者
の
小
川
笙
船
と
い
う
人
物
が
、

・
江
戸
市
内
に
は
身
寄
り
の
無
い
高
齢
者

　
が
沢
山
お
り
ま
す

・
病
気
に
な
っ
て
放
置
し
て
お
け
ば
死
ん
で

　
し
ま
い
ま
す

・
お
上
の
手
で
こ
れ
ら
の
老
人
を
収
容
す
る

　
施
設
を
お
作
り
下
さ
い
。
で
き
た
暁
に

　
は
、
わ
れ
わ
れ
町
医
者
が
相
談
し
て
交

　
替
で
看
病
に
当
た
り
ま
す

　
吉
宗
は
感
心
し
た
。
早
速
大
岡
を
呼
ん

で
「
こ
れ
を
つ
く
れ
」
と
命
じ
た
。
大
岡
は

小
石
川
（
東
京
都
文
京
区
）
に
「
小
石
川

養
生
所
」
と
銘
打
っ
て
施
設
を
つ
く
っ
た
。

現
在
そ
の
跡
が
小
石
川
植
物
園
内
に
保
存

さ
れ
て
い
る
。
今
は
井
戸
し
か
な
い
。
し
か

し
笙
船
が
そ
の
時
希
望
し
た
「
同
時
に
漢

方
薬
の
国
産
化
を
お
は
か
り
く
だ
さ
い
」

と
い
う
願
い
に
応
じ
て
、
数
百
種
類
の
薬

草
を
植
え
た
。
こ
の
薬
草
園
は
現
在
も
か

な
り
の
植
物
が
植
え
ら
れ
て
保
存
さ
れ
て

い
る
。
東
京
大
学
の
所
管
に
な
っ
て
い
る
と

き
い
た
。
小
石
川
植
物
園
は
い
う
ま
で
も

な
く
、
四
季
折
々
の
植
物
を
楽
し
む
都
民
が

多
い
。
吉
宗
は
施
設
を
作
っ
た
だ
け
で
な
く
、

初
代
の
院
長（
所
長
）に
投
書
者
の
小
川
笙
船

を
登
用
し
た
。
こ
れ
が
山
本
周
五
郎
さ
ん
の

小
説〝
赤
ひ
げ
〞の
モ
デ
ル
に
な
る
。
黒
沢
明

さ
ん
も
映
画
に
し
た
。
三
船
敏
郎
が
笙
船
に

な
っ
て
活
躍
し
た
。

　
小
石
川
養
生
所
は
そ
の
ま
ま
幕
末
ま
で
運

営
さ
れ
る
。
こ
れ
を
寛
政
の
改
革
期
に
引
き

継
い
だ
の
が
白
河
藩
主
松
平
定
信
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
政
治
制
度
は
面
白
い
。
そ
れ
は

ど
こ
か
の
藩
主
（
首
長
）
が
現
任
の
ま
ま
で

老
中（
閣
僚
）に
な
る
こ
と
だ
。
し
た
が
っ
て
、

ナ
ン
と
か
大
臣
は
す
べ
て
ナ
ン
と
か
県
か
ナ

ン
と
か
市
の
首
長
で
あ
る
。
こ
れ
が
良
い
方

に
作
用
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
閣
僚
が
藩
で

実
行
し
た
善
政
を
、
そ
の
ま
ま
国
政
に
持
ち

込
め
る
。
善
政
と
い
う
の
は
、

「
民
が
喜
び
歓
迎
し
た
施
策
」
の
こ
と
で
あ

る
。
松
平
定
信
は
吉
宗
の
子
田
安
宗
武
の
長

男
に
な
る
。
つ
ま
り
吉
宗
の
孫
に
当
た
る
。

白
河
藩
主
に
な
っ
た
時
か
ら
吉
宗
を
尊
敬
し

て
い
た
。
だ
か
ら
そ
の
ま
ま
老
中
に
転
役
し

た
と
き
も
、「
祖
父
の
理
念
を
そ
の
ま
ま
幕

政
に
生
か
そ
う
」
と
思
い
立
っ
た
。
祖
父
の

理
念
と
い
う
の
は「
恕
の
心
」の
こ
と
で
あ
る
。

江
戸
時
代
は
徳
川
家
康
が
大
坂
の
陣
後
に
平

和
宣
言
を
行
い
、
今
ま
で
戦
国
武
将
を
支
配

し
て
い
た
仏
教
（
特
に
禅
）
を
退
け
、
古
代

中
国
の
思
想
で
あ
る
「
儒
学
」
を
そ
の
代
わ

り
に
し
た
。
儒
学
の
中
心
は
何
と
い
っ
て
も

「
論
語
」
だ
。
し
た
が
っ
て
徳
川
時
代
の
武

士
は
、
幕
臣
で
あ
ろ
う
と
藩
士
で
あ
ろ
う

と
、
子
供
の
と
き
か
ら
「
論
語
」
を
徹
底

的
に
叩
き
込
ま
れ
た
。
か
れ
ら
が
目
指
し

た
の
は
あ
く
ま
で
も「
王
道
政
治
」で
あ
り
、

特
に
心
構
え
と
し
て
は
「
民
に
対
し
恕
の

心
を
持
つ
」
と
い
う
こ
と
を
共
通
さ
せ
た
。

　
松
平
定
信
は
大
名
の
中
で
も
、
特
に
こ

の
朱
子
学
へ
の
造
詣
が
深
く
ま
た
国
学
に

も
明
る
か
っ
た
。
か
れ
が
白
河
藩
主
時
代
に

は
じ
め
て
「
老
人
の
日
」
を
設
け
て
い
る
。

毎
月
日
を
決
め
て
小
峰
城
（
現
在
修
築
中
）

の
大
広
間
に
招
待
し
、
ご
馳
走
し
な
が
ら

こ
も
ご
も
藩
政
に
対
す
る
忌
憚
の
無
い
意

見
を
聞
い
た
。
老
人
た
ち
に
は
大
受
け
だ
っ

た
。
こ
の
や
り
と
り
か
ら
や
が
て「
間
引
き
」

と
い
う
悪
習
を
断
つ
た
め
に
、
米
の
増
反

が
計
ら
れ
た
。
当
然
灌
漑
用
水
の
水
源
が

い
る
。
水
源
と
し
て
老
人
た
ち
は
南
湖
を

勧
め
た
。

さ
ら
に
、

「
お
じ
い
様
を
見
習
っ
て
、
南
湖
の
周
り
を

公
園
化
し
て
く
だ
さ
い
」
と
頼
ん
だ
。
吉

宗
の
時
代
に
江
戸
の
程
度
の
悪
い
歓
楽
施

設
を
追
放
し
、
大
岡
に
隅
田
堤
・
玉
川
堤
・

飛
鳥
山
な
ど
三
つ
の
桜
の
名
所
を
作
ら
せ

た
の
も
吉
宗
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
定
信
は

こ
れ
を
実
行
し
た
。
現
在
の
福
島
県
立
南

湖
公
園
で
あ
る
。
広
く
市
民
に
開
放
す
る

公
立
公
園
の
最
初
の
も
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
こ
れ
も
す
べ
て
定
信
の〝
恕
の
心
〞

に
よ
る
行
政
の
現
わ
れ
だ
。

　
幕
府
の
老
中
に
な
っ
た
定
信
は
ま
ず
「
小

石
川
養
生
所
」
の
財
政
運
営
が
、
か
な
り

幕
府
財
政
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を

知
っ
た
。
つ
ま
り
そ
の
こ
ろ
の
幕
府
役
人
に

す
れ
ば
、
小
石
川
養
生
所
は〝
金
食
い
虫
〞

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
定
信
は
こ
こ
ま
で
も
恕

の
心
を
発
揮
し
た
。
江
戸
の
市
民
た
ち
に

呼
び
か
け
小
石
川
養
生
所
の
経
費
の
一
部

を
負
担
し
て
も
ら
え
ま
い
か
、
と
持
ち
か

け
た
。
江
戸
の
町
会
長
た
ち
は
た
ち
ま
ち

賛
同
し
た
。
そ
れ
は
い
つ
自
分
た
ち
も
小

石
川
養
生
所
の
ご
厄
介
に
な
る
か
わ
か
ら

な
い
、
と
い
う
気
持
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
小
石
川
養
生
所
は
明
治
維
新

後
も
新
政
府
に
引
き
継
が
れ
た
。
江
戸
町

奉
行
所
は
東
京
市
役
所
と
改
称
し
、
同
時

に
小
石
川
養
生
所
も
東
京
市
立
養
育
院
に

な
っ
た
。
こ
の
院
長
を
買
っ
て
出
た
の
が

渋
沢
栄
一
で
あ
る
。
栄
一
は
日
本
の
財
政

を
近
代
化
し
、
そ
の
た
め
に
資
本
主
義
を

持
ち
込
ん
だ
。
株
と
銀
行
の
設
立
に
努
力

し
た
。
し
か
し
そ
の
渋
沢
は
子
供
の
と
き

か
ら
祖
父
や
父
や
叔
父
に
論
語
を
叩
き
込

ま
れ
て
論
語
の
申
し
子
の
よ
う
な
人
物
だ
っ

た
。
か
れ
が
明
治
六
年
に
つ
く
っ
た
国
立
第

一
銀
行
で
の
訓
示
は
、
募
集
し
た
銀
行
員

た
ち
に
対
し
、

「
論
語
と
ソ
ロ
バ
ン
を
一
致
せ
よ
」
と
告
げ

た
の
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
養
育
院
長
に

な
っ
た
渋
沢
は
も
ち
ろ
ん
専
業
で
は
な
い

が
、
東
京
市
長
に
、

「
こ
の
ポ
ス
ト
は
死
ぬ
ま
で
や
ら
せ
て
ほ
し

い
」
と
頼
ん
だ
。
昭
和
六
年
に
渋
沢
栄一は

九
十
二
歳
で
亡
く
な
る
。
し
か
し
か
れ
の
数

多
い
肩
書
き
の
中
で
も
、
最
後
ま
で
消
さ
れ

な
か
っ
た
の
が
「
東
京
市
立
養
育
院
長
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
渋
沢
が
論
語
の
中
で
最

も
重
ん
じ
て
い
た
の
は
や
は
り
「
恕
の
心
」

で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、「
恕
の
心
」
は
、
良
識
の
あ

る
役
人
の
心
か
ら
心
に
伝
え
ら
れ
、
今
も

脈
々
と
し
て
生
き
て
い
る
。
時
代
が
ど
う
変

わ
ろ
う
と
、
時
の
政
治
の
流
れ
が
ど
う
変
わ

ろ
う
と
、
こ
の
心
は
変
わ
ら
な
い
。
東
京
都

の
福
祉
施
設
で
働
く
職
員
の
皆
さ
ん
に
は
、

必
ず
こ
の〝
恕
の
心
〞が
自
分
で
は
気
が
つ

か
な
く
て
も
胸
の
底
に
、
し
っ
か
り
と
据
え

ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
信
ず
る
し
、

ま
た
信
じ
た
い
。

作
家
　
童
門
　
冬
二

本名　太田久行。昭和２年、東京に生まれる。
　かつて東京都庁に勤め、都立大学事務長、広報室
課長、企画関係部長、知事秘書、広報室長、企画調
整局長、政策室長などを歴任して退職、作家活動に
入る。
　歴史の中から現代に通ずるものを好んで書く。執筆
活動のかたわら、講演活動も積極的に行っている。
第４３回芥川賞候補。日本文芸家協会会員、日本推
理作家協会会員。
平成１１年　勲三等瑞宝章受章。
＜主な著書＞
「小説　上杉鷹山（上・下）」、「近江商人魂（上・下）」、
「情の管理・知の管理」、「大江戸豪商伝」、「渋沢栄一
　人間の礎」、「田沼意次と松平定信」、「国僧日蓮
（上・下）」、「吉田松陰（上・下）」、「河井継之助」、「直
江兼続（上・下）」。
＜近著＞
「退いて後の見事な人生」、「近江商人のビジネス哲
学」、「歴史の教え」、「巨勢入道河童　平清盛」など
＜最近の講演テーマ＞໐

歴史に見る地方分権 

໐

歴史に学ぶまちづくり໐

歴史に学ぶリーダーの条件 

໐

歴史に見る激動期
の経営者  

໐

いま、日本に求められるもの―歴史か
ら学ぶ人間関係―  

໐

歴史に学ぶ経営術  

໐

変革期
のリーダーシップ  

໐

歴史に学ぶ経営改革―地方分
権時代の経済と社会―  

໐

歴史から学ぶ人材育成
法  

໐

歴史に学ぶリーダーの資質  

໐

上杉鷹山に学
ぶリストラ  

໐

生かそう、日本の心  

໐

先人に学ぶ　
働くを粋にする生き方。

童門　冬二　（どうもん・ふゆじ）
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「
論
語
」
の
中
に
こ
ん
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ

る
（
意
訳
）。
子
貢
（
し
こ
う
）
と
い
う
弟

子
が
あ
る
日
孔
子
に
向
か
っ
て
こ
ん
な
こ
と

を
言
っ
た
。

「
先
生
に
は
三
千
人
も
の
門
人
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
が
、
わ
た
く
し
は
そ
の
中
で
一

番
頭
が
悪
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
頭
の
悪
い

わ
た
く
し
が
、
先
生
が
お
示
し
に
な
る
た
っ

た
一
文
字
を
生
涯
守
り
抜
け
ば
、
人
間
と

し
て
間
違
い
な
く
生
き
抜
け
る
、
と
い
う

字
が
あ
り
ま
し
た
ら
お
教
え
下
さ
い
」。
こ

れ
に
対
し
孔
子
は
「
子
貢
よ
、
そ
れ
は
恕

と
い
う
字
だ
よ
」
と
答
え
た
。

お
そ
ら
く
子
貢
は
字
引
を
引
い
た
の
に
違

い
な
い
。
字
引
に
は
「
恕
と
は
、
相
手
に

対
す
る
思
い
や
り
と
優
し
さ
の
こ
と
を
い

う
」
と
書
い
て
あ
っ
た
。
ま
た
「
ゆ
る
す
」

と
も
書
い
て
あ
る
。
子
貢
は
感
動
し
た
。

孔
子
先
生
が
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
は
い
つ

も
他
人
の
立
場
に
立
っ
て
物
を
考
え
る
、
こ

ち
ら
側
の
優
し
さ
と
思
い
や
り
の
心
の
こ
と

を
い
う
の
だ
。「
わ
た
し
は
こ
れ
を
生
涯
守

ろ
う
」
と
決
意
し
た
。

　
江
戸
時
代
の
心
あ
る
政
治
家
や
行
政
マ

ン
は
、
す
べ
て
こ
の
「
恕
の
心
」
を
守
っ
た
。

早
く
言
え
ば
、「
相
手
の
身
に
な
っ
て
物
を

考
え
、
そ
れ
に
対
す
る
手
を
打
つ
（
施
策

を
行
う
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
徳
川
時
代
を
眺
め
て
い
て
、
は
じ
め
て

「
市
民
の
存
在
」
を
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
考
え
た
の
は
第
八
代
将
軍

徳
川
吉
宗
だ
と
思
う
。
吉
宗
は
和
歌
山
藩

主
か
ら
八
代
将
軍
に
な
っ
た
人
物
だ
が
、

和
歌
山
で
今
で
い
う
地
方
行
政
を
行
う
場

合
に
も
す
で
に「
目
安
箱
」を
設
け
て
い
た
。

和
歌
山
城
の
大
手
門
の
前
に
こ
れ
を
据
え

付
け
、
藩
民
か
ら
の
意
見
を
受
け
付
け
た
。

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
江
戸
城
に
持
ち
込
ん
だ
。

現
在
東
京
都
千
代
田
区
の
東
京
銀
行
協
会

の
あ
る
と
こ
ろ
は
、
江
戸
時
代
は
幕
府
の

評
定
所
だ
っ
た
。
今
で
い
う
最
高
裁
判
所
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
裁
判
関
係
の
人
の
出
入

り
が
多
い
。
そ
の
人
の
集
ま
る
と
こ
ろ
に
吉

宗
は
「
目
安
箱
」
を
設
置
し
た
。
目
安
と

い
う
の
は
船
の
行
方
を
決
め
る
羅
針
盤
の

こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
吉
宗
に
す
れ
ば
、

「
江
戸
市
民
の
意
見
を
尊
重
し
な
が
ら
国
政

を
行
お
う
」
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
目
安

箱
を
開
け
る
の
は
吉
宗
ひ
と
り
で
あ
っ
て
、

立
会
い
に
江
戸
町
奉
行
の
大
岡
忠
相
を
呼

ん
だ
。
広
げ
た
意
見
書
の
中
で
役
に
立
つ

も
の
を
大
岡
に
与
え
、「
こ
れ
を
実
行
せ
よ
」

と
命
じ
た
。
あ
る
と
き
神
田
あ
た
り
に
住

む
町
医
者
の
小
川
笙
船
と
い
う
人
物
が
、

・
江
戸
市
内
に
は
身
寄
り
の
無
い
高
齢
者

　
が
沢
山
お
り
ま
す

・
病
気
に
な
っ
て
放
置
し
て
お
け
ば
死
ん
で

　
し
ま
い
ま
す

・
お
上
の
手
で
こ
れ
ら
の
老
人
を
収
容
す
る

　
施
設
を
お
作
り
下
さ
い
。
で
き
た
暁
に

　
は
、
わ
れ
わ
れ
町
医
者
が
相
談
し
て
交

　
替
で
看
病
に
当
た
り
ま
す

　
吉
宗
は
感
心
し
た
。
早
速
大
岡
を
呼
ん

で
「
こ
れ
を
つ
く
れ
」
と
命
じ
た
。
大
岡
は

小
石
川
（
東
京
都
文
京
区
）
に
「
小
石
川

養
生
所
」
と
銘
打
っ
て
施
設
を
つ
く
っ
た
。

現
在
そ
の
跡
が
小
石
川
植
物
園
内
に
保
存

さ
れ
て
い
る
。
今
は
井
戸
し
か
な
い
。
し
か

し
笙
船
が
そ
の
時
希
望
し
た
「
同
時
に
漢

方
薬
の
国
産
化
を
お
は
か
り
く
だ
さ
い
」

と
い
う
願
い
に
応
じ
て
、
数
百
種
類
の
薬

草
を
植
え
た
。
こ
の
薬
草
園
は
現
在
も
か

な
り
の
植
物
が
植
え
ら
れ
て
保
存
さ
れ
て

い
る
。
東
京
大
学
の
所
管
に
な
っ
て
い
る
と

き
い
た
。
小
石
川
植
物
園
は
い
う
ま
で
も

な
く
、
四
季
折
々
の
植
物
を
楽
し
む
都
民
が

多
い
。
吉
宗
は
施
設
を
作
っ
た
だ
け
で
な
く
、

初
代
の
院
長（
所
長
）に
投
書
者
の
小
川
笙
船

を
登
用
し
た
。
こ
れ
が
山
本
周
五
郎
さ
ん
の

小
説〝
赤
ひ
げ
〞の
モ
デ
ル
に
な
る
。
黒
沢
明

さ
ん
も
映
画
に
し
た
。
三
船
敏
郎
が
笙
船
に

な
っ
て
活
躍
し
た
。

　
小
石
川
養
生
所
は
そ
の
ま
ま
幕
末
ま
で
運

営
さ
れ
る
。
こ
れ
を
寛
政
の
改
革
期
に
引
き

継
い
だ
の
が
白
河
藩
主
松
平
定
信
で
あ
る
。

江
戸
時
代
の
政
治
制
度
は
面
白
い
。
そ
れ
は

ど
こ
か
の
藩
主
（
首
長
）
が
現
任
の
ま
ま
で

老
中（
閣
僚
）に
な
る
こ
と
だ
。
し
た
が
っ
て
、

ナ
ン
と
か
大
臣
は
す
べ
て
ナ
ン
と
か
県
か
ナ

ン
と
か
市
の
首
長
で
あ
る
。
こ
れ
が
良
い
方

に
作
用
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
閣
僚
が
藩
で

実
行
し
た
善
政
を
、
そ
の
ま
ま
国
政
に
持
ち

込
め
る
。
善
政
と
い
う
の
は
、

「
民
が
喜
び
歓
迎
し
た
施
策
」
の
こ
と
で
あ

る
。
松
平
定
信
は
吉
宗
の
子
田
安
宗
武
の
長

男
に
な
る
。
つ
ま
り
吉
宗
の
孫
に
当
た
る
。

白
河
藩
主
に
な
っ
た
時
か
ら
吉
宗
を
尊
敬
し

て
い
た
。
だ
か
ら
そ
の
ま
ま
老
中
に
転
役
し

た
と
き
も
、「
祖
父
の
理
念
を
そ
の
ま
ま
幕

政
に
生
か
そ
う
」
と
思
い
立
っ
た
。
祖
父
の

理
念
と
い
う
の
は「
恕
の
心
」の
こ
と
で
あ
る
。

江
戸
時
代
は
徳
川
家
康
が
大
坂
の
陣
後
に
平

和
宣
言
を
行
い
、
今
ま
で
戦
国
武
将
を
支
配

し
て
い
た
仏
教
（
特
に
禅
）
を
退
け
、
古
代

中
国
の
思
想
で
あ
る
「
儒
学
」
を
そ
の
代
わ

り
に
し
た
。
儒
学
の
中
心
は
何
と
い
っ
て
も

「
論
語
」
だ
。
し
た
が
っ
て
徳
川
時
代
の
武

士
は
、
幕
臣
で
あ
ろ
う
と
藩
士
で
あ
ろ
う

と
、
子
供
の
と
き
か
ら
「
論
語
」
を
徹
底

的
に
叩
き
込
ま
れ
た
。
か
れ
ら
が
目
指
し

た
の
は
あ
く
ま
で
も「
王
道
政
治
」で
あ
り
、

特
に
心
構
え
と
し
て
は
「
民
に
対
し
恕
の

心
を
持
つ
」
と
い
う
こ
と
を
共
通
さ
せ
た
。

　
松
平
定
信
は
大
名
の
中
で
も
、
特
に
こ

の
朱
子
学
へ
の
造
詣
が
深
く
ま
た
国
学
に

も
明
る
か
っ
た
。
か
れ
が
白
河
藩
主
時
代
に

は
じ
め
て
「
老
人
の
日
」
を
設
け
て
い
る
。

毎
月
日
を
決
め
て
小
峰
城
（
現
在
修
築
中
）

の
大
広
間
に
招
待
し
、
ご
馳
走
し
な
が
ら

こ
も
ご
も
藩
政
に
対
す
る
忌
憚
の
無
い
意

見
を
聞
い
た
。
老
人
た
ち
に
は
大
受
け
だ
っ

た
。
こ
の
や
り
と
り
か
ら
や
が
て「
間
引
き
」

と
い
う
悪
習
を
断
つ
た
め
に
、
米
の
増
反

が
計
ら
れ
た
。
当
然
灌
漑
用
水
の
水
源
が

い
る
。
水
源
と
し
て
老
人
た
ち
は
南
湖
を

勧
め
た
。

さ
ら
に
、

「
お
じ
い
様
を
見
習
っ
て
、
南
湖
の
周
り
を

公
園
化
し
て
く
だ
さ
い
」
と
頼
ん
だ
。
吉

宗
の
時
代
に
江
戸
の
程
度
の
悪
い
歓
楽
施

設
を
追
放
し
、
大
岡
に
隅
田
堤
・
玉
川
堤
・

飛
鳥
山
な
ど
三
つ
の
桜
の
名
所
を
作
ら
せ

た
の
も
吉
宗
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
定
信
は

こ
れ
を
実
行
し
た
。
現
在
の
福
島
県
立
南

湖
公
園
で
あ
る
。
広
く
市
民
に
開
放
す
る

公
立
公
園
の
最
初
の
も
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
こ
れ
も
す
べ
て
定
信
の〝
恕
の
心
〞

に
よ
る
行
政
の
現
わ
れ
だ
。

　
幕
府
の
老
中
に
な
っ
た
定
信
は
ま
ず
「
小

石
川
養
生
所
」
の
財
政
運
営
が
、
か
な
り

幕
府
財
政
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を

知
っ
た
。
つ
ま
り
そ
の
こ
ろ
の
幕
府
役
人
に

す
れ
ば
、
小
石
川
養
生
所
は〝
金
食
い
虫
〞

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
定
信
は
こ
こ
ま
で
も
恕

の
心
を
発
揮
し
た
。
江
戸
の
市
民
た
ち
に

呼
び
か
け
小
石
川
養
生
所
の
経
費
の
一
部

を
負
担
し
て
も
ら
え
ま
い
か
、
と
持
ち
か

け
た
。
江
戸
の
町
会
長
た
ち
は
た
ち
ま
ち

賛
同
し
た
。
そ
れ
は
い
つ
自
分
た
ち
も
小

石
川
養
生
所
の
ご
厄
介
に
な
る
か
わ
か
ら

な
い
、
と
い
う
気
持
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
小
石
川
養
生
所
は
明
治
維
新

後
も
新
政
府
に
引
き
継
が
れ
た
。
江
戸
町

奉
行
所
は
東
京
市
役
所
と
改
称
し
、
同
時

に
小
石
川
養
生
所
も
東
京
市
立
養
育
院
に

な
っ
た
。
こ
の
院
長
を
買
っ
て
出
た
の
が

渋
沢
栄
一
で
あ
る
。
栄
一
は
日
本
の
財
政

を
近
代
化
し
、
そ
の
た
め
に
資
本
主
義
を

持
ち
込
ん
だ
。
株
と
銀
行
の
設
立
に
努
力

し
た
。
し
か
し
そ
の
渋
沢
は
子
供
の
と
き

か
ら
祖
父
や
父
や
叔
父
に
論
語
を
叩
き
込

ま
れ
て
論
語
の
申
し
子
の
よ
う
な
人
物
だ
っ

た
。
か
れ
が
明
治
六
年
に
つ
く
っ
た
国
立
第

一
銀
行
で
の
訓
示
は
、
募
集
し
た
銀
行
員

た
ち
に
対
し
、

「
論
語
と
ソ
ロ
バ
ン
を
一
致
せ
よ
」
と
告
げ

た
の
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
養
育
院
長
に

な
っ
た
渋
沢
は
も
ち
ろ
ん
専
業
で
は
な
い

が
、
東
京
市
長
に
、

「
こ
の
ポ
ス
ト
は
死
ぬ
ま
で
や
ら
せ
て
ほ
し

い
」
と
頼
ん
だ
。
昭
和
六
年
に
渋
沢
栄一は

九
十
二
歳
で
亡
く
な
る
。
し
か
し
か
れ
の
数

多
い
肩
書
き
の
中
で
も
、
最
後
ま
で
消
さ
れ

な
か
っ
た
の
が
「
東
京
市
立
養
育
院
長
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
渋
沢
が
論
語
の
中
で
最

も
重
ん
じ
て
い
た
の
は
や
は
り
「
恕
の
心
」

で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、「
恕
の
心
」
は
、
良
識
の
あ

る
役
人
の
心
か
ら
心
に
伝
え
ら
れ
、
今
も

脈
々
と
し
て
生
き
て
い
る
。
時
代
が
ど
う
変

わ
ろ
う
と
、
時
の
政
治
の
流
れ
が
ど
う
変
わ

ろ
う
と
、
こ
の
心
は
変
わ
ら
な
い
。
東
京
都

の
福
祉
施
設
で
働
く
職
員
の
皆
さ
ん
に
は
、

必
ず
こ
の〝
恕
の
心
〞が
自
分
で
は
気
が
つ

か
な
く
て
も
胸
の
底
に
、
し
っ
か
り
と
据
え

ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
信
ず
る
し
、

ま
た
信
じ
た
い
。

作
家
　
童
門
　
冬
二

本名　太田久行。昭和２年、東京に生まれる。
　かつて東京都庁に勤め、都立大学事務長、広報室
課長、企画関係部長、知事秘書、広報室長、企画調
整局長、政策室長などを歴任して退職、作家活動に
入る。
　歴史の中から現代に通ずるものを好んで書く。執筆
活動のかたわら、講演活動も積極的に行っている。
第４３回芥川賞候補。日本文芸家協会会員、日本推
理作家協会会員。
平成１１年　勲三等瑞宝章受章。
＜主な著書＞
「小説　上杉鷹山（上・下）」、「近江商人魂（上・下）」、
「情の管理・知の管理」、「大江戸豪商伝」、「渋沢栄一
　人間の礎」、「田沼意次と松平定信」、「国僧日蓮
（上・下）」、「吉田松陰（上・下）」、「河井継之助」、「直
江兼続（上・下）」。
＜近著＞
「退いて後の見事な人生」、「近江商人のビジネス哲
学」、「歴史の教え」、「巨勢入道河童　平清盛」など
＜最近の講演テーマ＞໐

歴史に見る地方分権 

໐

歴史に学ぶまちづくり໐

歴史に学ぶリーダーの条件 

໐

歴史に見る激動期
の経営者  

໐

いま、日本に求められるもの―歴史か
ら学ぶ人間関係―  

໐

歴史に学ぶ経営術  

໐

変革期
のリーダーシップ  

໐

歴史に学ぶ経営改革―地方分
権時代の経済と社会―  

໐

歴史から学ぶ人材育成
法  

໐

歴史に学ぶリーダーの資質  

໐

上杉鷹山に学
ぶリストラ  

໐

生かそう、日本の心  

໐

先人に学ぶ　
働くを粋にする生き方。

童門　冬二　（どうもん・ふゆじ）
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平成25年度　物故者慰霊法要 報告と御礼

　昨年10月22日に練馬区の江古田斎場で、11月7日には国立市のホール多摩国立に
おきまして聖恩山霊園納骨物故者永代慰霊法要を行いました。
この慰霊法要は、聖恩山霊園に眠る御霊に鎮魂の祈りを捧げる事業でございます。
　当日は、東京都、都内各福祉事務所、各施設の皆様方並びに当会の原山 陽一
理事長はじめ役職員が参列し、聖恩山霊園堀内　是長導師の読経のもと、ご供養さ
せていただきました。

東京福祉会
　原山 陽一　理事長

東京都福祉保健局
　川澄 俊文　局長

　江古田斎場では、東京都福祉保健局長の川澄 俊文
様に、ホール多摩国立では、東京都福祉保健局西多摩
福祉事務所長森泉 旬子様にそれぞれご丁重な来賓ご挨
拶を賜りました。法要後多くの方々に納骨堂など、尊い
御霊を安置する施設をご視察いただき様々なご質問な
ど高い関心が寄せられました。
　聖恩山霊園では、現在約41,700余柱の御遺骨をお
預かりしておりまして、関係者の皆様におかれまして
は、ご多忙の折とは存じますが、年に一度のこの法要に
是非とも多くの皆様にご参列賜りますよう、改めてお願
い申し上げます。

　ご参列いただきました皆様に、心から深い敬意と感
謝を申し上げます。
　誠にありがとうございました。
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体験寄稿文

伴侶を失って
曽雌  ふみ江（練馬区在住）

　平成24年4月に掛け替えのない伴侶を失って1年と
数か月になります。静かに人生の幕を引いた夫は、89
歳の素晴らしい生涯だったと思います。13年余の闘
病生活ではありましたが、見事な最期でした。それに
反して私は、準備も介護もなし得ず、大切な人を失っ
て唯々後悔の日々でした。呼応のない主人との対面
は、声も涙も出ませんでした。
　皆様に支えられて野辺の送りを済ますことが出来
て、家に帰り一人になった時の、あの喪失感は今でも
孤独と静寂さに押し潰されそうな、自分であったこと
を記憶しています。
　56年と数か月の結婚生活は幸せでした。自由気ま
まにさせてくれた夫への感謝の気持ちが増幅し、反省
の日々でした。なかなか元の自分に戻れず、子ども達
にも心配をかけていました。そんな時に「わの会」の
案内に接して重い心と足を引きずりながら、娘に付き
添われて参加させていただきました。
　三橋尚伸（みつはし　しょうしん）先生との出会い
と喪の体験をなされた方々に出会い、尊いお話を聴く
こと数回、回を重ねる度ごとに徐々に自分を取り戻し
てきたように思われました。
　三橋尚伸先生の講演、皆様方の体験談、そして「わ
の会」で初めてお逢いした方々の明るい表情等から、
89歳の老婆もエネルギーをいただき、残された人生
は短いけれど、自立して生きてゆこうと思うようにな
りました。「わの会」で救われたことに感謝の気持ち
でいっぱいです。
　「わの会」のこの指向は素晴らしい志向だと思いま
す。そして会場では、職員の方々の優しい笑顔に接し
られる喜びも、癒しになっていると思います。

　長い老々介護から解放され、今は趣味の短歌・陶
芸・コーラスに励みつつ、仏壇の主人に楽しい報告を
しております。庭に来て遊ぶ蝶にも、主人が姿を変え
て遊びに来てくれたのだと、思えるようになりまし
た。

　喪失の痛み・悲しみ、さみしさ・切なさを本当に理
解できるのは、喪に服した体験者のみと思われます。
　どうぞ皆様も心の平穏を得て、乗り越える方法を見
出して、余生をいきいきと楽しく送っていただきたい
と思っております。
　ありがとうございました。

（主人を連想して）

天上界論戦俄に活気づき
畏友にまみえて笑顔の浮かぶ

（軽井沢にて）

酸素器を背負いて夫に寄り添ひぬ
何人にも逢はない山荘の小路
た    れ

～葬祭ディレクター技能審査結果の発表～～葬祭ディレクター技能審査結果の発表～

合
格

一
級

合
格

一
級

　平成25年度（第18回）厚生労働
省認定葬祭ディレクター技能審査
結果が発表されました。
　当会においては、全職員が一級
葬祭ディレクターの資格を取得する
よう、積極的に奨励しております。
　今回は5名の職員が合格し、一級
葬祭ディレクター資格者総数は74
名、葬祭部門全職員の86％を占め
ることになりました。

　当会では「葬祭ディレクター」の
資格と豊かな経験を活かし、これか
らも安心、納得そして〝心に響くご
葬儀〟をサポートさせていただける
よう精進してまいります。

※葬祭ディレクター技能審査制度は、葬祭業
界に働く人にとって必要な知識や技能レベル
を審査し、証明する制度で、厚生労働省認定
の資格制度です。

ご葬儀の際にお得な特典がある、
に加入しませんか。Bプラン会友制度

BBプランプラン

※Bプランは生前に加入する必要があります。

03-3823-8026
社会福祉法人 東京福祉会 渉外部

加入金9,000円で加入金9,000円で
現在、Aプランにご加入中の方は、

会友Ｂプランに変更することができます。 詳しくはホームページを
ご覧ください。東京福祉会

ホームページからも加入手続きが行えます。

基本葬祭料金

30％割引
＋
の特典10

1. 直営斎場利用料金50％割引
2. 貸し式場費用10%補填サービス
3. 生花1基サービス
4. 花とみどりのギフト券
　10,000円分進呈
5. オリジナルエンディングノート
　 進呈
6. オプション品10,000円分値引き
7. 生花10％割引（祭壇脇生花等）
8. 関係機関誌の進呈
9. 出張講話会の開催
10. 葬祭に関する各種無料相談

加入金10,000円 加入金のみで、月々の掛金・
年会費は一切不要です。

特
典

「会友Bプランご加入キャンペーン」の御礼
キャンペーン期間中、多くの皆様にご加入いただくことが出来ました。
ご加入いただきました皆様、誠にありがとうございました。
皆様のお心にそうべく、サービス向上に一層努めてまいります。
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体験寄稿文

伴侶を失って
Ｆ.Ｓ（練馬区在住）

　平成24年4月に掛け替えのない伴侶を失って1年と
数か月になります。静かに人生の幕を引いた夫は、89
歳の素晴らしい生涯だったと思います。13年余の闘
病生活ではありましたが、見事な最期でした。それに
反して私は、準備も介護もなし得ず、大切な人を失っ
て唯々後悔の日々でした。呼応のない主人との対面
は、声も涙も出ませんでした。
　皆様に支えられて野辺の送りを済ますことが出来
て、家に帰り一人になった時の、あの喪失感は今でも
孤独と静寂さに押し潰されそうな、自分であったこと
を記憶しています。
　56年と数か月の結婚生活は幸せでした。自由気ま
まにさせてくれた夫への感謝の気持ちが増幅し、反省
の日々でした。なかなか元の自分に戻れず、子ども達
にも心配をかけていました。そんな時に「わの会」の
案内に接して重い心と足を引きずりながら、娘に付き
添われて参加させていただきました。
　三橋尚伸（みつはし　しょうしん）先生との出会い
と喪の体験をなされた方々に出会い、尊いお話を聴く
こと数回、回を重ねる度ごとに徐々に自分を取り戻し
てきたように思われました。
　三橋尚伸先生の講演、皆様方の体験談、そして「わ
の会」で初めてお逢いした方々の明るい表情等から、
89歳の老婆もエネルギーをいただき、残された人生
は短いけれど、自立して生きてゆこうと思うようにな
りました。「わの会」で救われたことに感謝の気持ち
でいっぱいです。
　「わの会」のこの指向は素晴らしい志向だと思いま
す。そして会場では、職員の方々の優しい笑顔に接し
られる喜びも、癒しになっていると思います。

　長い老々介護から解放され、今は趣味の短歌・陶
芸・コーラスに励みつつ、仏壇の主人に楽しい報告を
しております。庭に来て遊ぶ蝶にも、主人が姿を変え
て遊びに来てくれたのだと、思えるようになりまし
た。

　喪失の痛み・悲しみ、さみしさ・切なさを本当に理
解できるのは、喪に服した体験者のみと思われます。
　どうぞ皆様も心の平穏を得て、乗り越える方法を見
出して、余生をいきいきと楽しく送っていただきたい
と思っております。
　ありがとうございました。

（主人を連想して）

天上界論戦俄に活気づき
畏友にまみえて笑顔の浮かぶ

（軽井沢にて）

酸素器を背負いて夫に寄り添ひぬ
何人にも逢はない山荘の小路
た    れ

～葬祭ディレクター技能審査結果の発表～～葬祭ディレクター技能審査結果の発表～

合
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級

　平成25年度（第18回）厚生労働
省認定葬祭ディレクター技能審査
結果が発表されました。
　当会においては、全職員が一級
葬祭ディレクターの資格を取得する
よう、積極的に奨励しております。
　今回は5名の職員が合格し、一級
葬祭ディレクター資格者総数は74
名、葬祭部門全職員の86％を占め
ることになりました。

　当会では「葬祭ディレクター」の
資格と豊かな経験を活かし、これか
らも安心、納得そして〝心に響くご
葬儀〟をサポートさせていただける
よう精進してまいります。

※葬祭ディレクター技能審査制度は、葬祭業
界に働く人にとって必要な知識や技能レベル
を審査し、証明する制度で、厚生労働省認定
の資格制度です。

ご葬儀の際にお得な特典がある、
に加入しませんか。Bプラン会友制度

BBプランプラン

※Bプランは生前に加入する必要があります。

03-3823-8026
社会福祉法人 東京福祉会 渉外部

加入金9,000円で加入金9,000円で
現在、Aプランにご加入中の方は、

会友Ｂプランに変更することができます。 詳しくはホームページを
ご覧ください。東京福祉会

ホームページからも加入手続きが行えます。

基本葬祭料金

30％割引
＋
の特典10

1. 直営斎場利用料金50％割引
2. 貸し式場費用10%補填サービス
3. 生花1基サービス
4. 花とみどりのギフト券
　10,000円分進呈
5. オリジナルエンディングノート
　 進呈
6. オプション品10,000円分値引き
7. 生花10％割引（祭壇脇生花等）
8. 関係機関誌の進呈
9. 出張講話会の開催
10. 葬祭に関する各種無料相談

加入金10,000円 加入金のみで、月々の掛金・
年会費は一切不要です。

特
典

「会友Bプランご加入キャンペーン」の御礼
キャンペーン期間中、多くの皆様にご加入いただくことが出来ました。
ご加入いただきました皆様、誠にありがとうございました。
皆様のお心にそうべく、サービス向上に一層努めてまいります。



◎「東京福祉会だより（響）」の
　ホームページ掲載について
　広報活動の一環として11月1日から当
会のホームページに「東京福祉会だより
（響）」第60号（平成23年3月発行）以後
の毎号を掲載しております。是非お気軽
にご覧ください。

◎大泉葬祭相談センターの
　営業終了について
　大泉葬祭相談センターは、平成26年2
月末日をもちまして営業を終了すること
になりました。この間、多くの皆様にご利
用・ご活用いただき、あたたかいご支援・
ご愛顧、誠にありがとうございました。
　なお、当会では相談事業を引き続き実
施しておりますので、これまで同様、お気
軽にご相談ください。お問い合わせ先は
右記のとおりです。

＜お知らせ＞

発行所　社会福祉法人　東京福祉会　〒113-0022　東京都文京区千駄木3－52－1　電話03（3823）8026

■葬儀に関する詳しい資料（施設案内、料金表〈仏式、神式、キリスト式、花祭壇など〉）
　をご用意しております。お気軽にご請求ください。

①仏式のご案内　②花祭壇のご案内　③道灌山会館のご案内　④江古田斎場のご案内
⑤ホール多摩国立のご案内　⑥会友制度のご案内  ⑦葬祭のしおり

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

■各種相談のお問い合せ・資料のご請求はこちらまで

電 話

〈E-mail〉

03-3823-8026
info@fukushikai.com

東京福祉会 渉外部

東京福祉会
http://www.fukushikai.com

「東京福祉会だより（響）」は
  再生紙を使用しています。
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