
便 

り 
 

  

『
着
替
え
の
効
用
』 

社
会
福
祉
法
人 

り
ん
さ
く
福
祉
会 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

理
事
長 

 

須
田 

 

滉 

 

お
年
寄
り
が
寝
巻
の
ま
ま
で
い
る
と
、
動
け
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
横
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
様
な

習
慣
が
つ
い
て
い
つ
の
ま
に
か
、
寝
た
き
り
の
原
因
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
朝
起
き
た
ら
顔
を
洗

い
、
普
段
着
に
着
替
え
る
と
い
う
生
活
の
リ
ズ
ム
を
末
永
く
継
続
す
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。 

 

衣
服
は
体
温
を
調
節
し
た
り
、
汗
や
汚
れ
を
吸
い
取
る
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
家
の

中
で
過
ご
す
時
間
の
長
い
人
や
寝
た
き
り
の
人
に
と
っ
て
は
、
一
日
中
、
寝
巻
の
ま
ま
で
生
活
し
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
が
ち
で
す
が
、
こ
れ
は
間
違
い
で
す
。 

 

私
た
ち
が
普
段
、
季
節
や
場
所
、
会
合
に
合
わ
せ
て
服
を
着
替
え
る
よ
う
に
、
お
年
寄
り
に
も
そ
の

場
、
そ
の
場
に
合
わ
せ
た
衣
服
の
着
替
え
が
大
切
な
の
で
す
。
日
中
は
普
段
着
を
、
夜
寝
る
と
き
は
寝

巻
を
、
外
出
時
や
来
客
の
あ
る
時
は
そ
れ
に
相
応
し
い
服
装
に
着
替
え
る
よ
う
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
昼
夜
の
区
別
、
家
に
い
る
と
き
と
外
出
す
る
と
き
の
心
の
切
り
替
え
が
出
来
ま
す
。

規
則
正
し
い
生
活
の
リ
ズ
ム
の
維
持
、
引
き
ご
も
り
が
ち
な
お
年
寄
り
の
社
会
性
の
保
持
の
手
段
と
し

て
、
着
替
え
は
極
め
て
重
要
で
す
。 

 

着
替
え
る
衣
服
を
選
ぶ
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
様
な
条
件
を
満
た
す
こ
と
も
必
要
で
す
。 

 

＊
軽
く
て
ゆ
っ
た
り
と
し
、
保
湿
性
に
す
ぐ
れ
た
も
の
。 

 

＊
着
脱
が
し
や
す
い
も
の
。
動
作
が
し
や
す
い
も
の
。 

 

＊
皮
膚
を
刺
激
し
な
い
素
材
で
、
汗
を
よ
く
吸
い
取
る
吸
湿
性
の
高
い
も
の
。 

 

＊
排
泄
の
と
き
脱
ぎ
や
す
く
、
お
む
つ
を
使
用
の
場
合
は
そ
の
世
話
が
し
や
す
い
も
の
。 

 

＊
洗
濯
が
し
や
す
く
、
耐
久
性
の
あ
る
も
の
。 

 

＊
お
年
寄
り
の
好
み
に
合
っ
た
も
の
。 

 

ま
た
、
色
彩
も
大
切
な
要
素
の
一
つ
で
す
。
暗
い
色
ば
か
り
で
は
気
分
も
沈
み
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
シ
ミ
や
汚
れ
を
気
に
す
る
よ
り
も
、
気
分
が
明
る
く
な
る
よ
う
な
、
鮮
や

か
な
色
の
も
の
を
用
意
さ
れ
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。
さ
ら
に
は
、
お
年
寄
り
は

体
温
調
整
が
上
手
く
い
か
な
い
た
め
、
気
温
に
合
わ
せ
て
衣
服
で
調
整
で
き
る
よ

う
に
、
薄
手
の
も
の
を
数
枚
重
ね
る
よ
う
に
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
少
し
寒
く

な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
厚
手
の
綿
入
れ
や
は
ん
て
ん
を
着
せ
る
の
は
好
ま

し
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

着
替
え
は
生
活
に
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
て
、
積
極
的
に
活
動
す
る
た
め
の
不
可
決

な
要
素
で
す
。
こ
の
「
望
洋
荘
」
に
住
む
人
た
ち
が
、
明
る
く
生
活
で
き
る
よ
う
、

ご
家
族
の
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
各
人
の
個
性
に
あ
っ
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
づ
く

り
に
一
層
意
を
用
い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

＊
引
用
文
献 

お
年
寄
り
の
病
気
と
介
護 

第
３
巻 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
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平成 16年 

５月発行 

塩屋崎灯台 （須田医院 高木事務長 望洋荘より撮影） 
明治３２年１２月に建設されて以来、いわきの海のシンボルであり、高

さ２６メートルで海面上からは７５メートルです。光遠距離はおよそ３７キ
ロ。灯台の中は見学もでき、長い階段を昇っていくと、いわきの浜が手
に取るように展望できるベランダに出ます。 
塩屋崎の断崖上に立つ白亜の灯台は、映画「喜びも悲しみも幾歳

月」の舞台にもなっています。 
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今
年
初
め
て
の
外
出
で
し
た
。 

小
島
町
公
園
内
の
桜
は
、
第
１
回
目
の
四
月
十
一
日
（
日
）
は
、
散

り
始
め
、
第
２
回
目
の
四
月
十
八
日
（
日
）
は
、
葉
桜
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
が
、
２
日
と
も
青
空
の
下
で
食
べ
た
お
に
ぎ
り
の
味
は
、
桜
以

上
の
も
の
で
し
た
。 

 

公
園
内
を
散
策
し
た
り
、
歌
を
唄
っ
た
り
し
て
、
た
く
さ
ん
の
お
い

し
い
空
気
を
吸
っ
て
来
ま
し
た
。 

※
介
助
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
し
て
下
さ
っ
た
方
々
お
疲
れ
様
で
し
た
。
そ

し
て
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

                 

                           

 

 

『物
の
無
か
っ
た
頃
』 

 

 

『
米
の
通
帖
』
・
『
衣
料
切
符
』
・
『
闇
』
と
い
う
言
葉
が
毎
日
の

会
話
の
中
に
聞
か
な
か
っ
た
事
が
な
い
時
代
、
『
今
日
は
○
○

商
店
で
木
綿
糸
が
配
給
に
な
る
』
と
知
ら
せ
が
あ
る
と
衣
料

切
符
を
持
っ
て
並
ん
だ
も
の
だ
よ
、
一
人
５
０
０
点
づ
つ
貰
え
て

ね
。
反
物
一
反
が
、
２
４
点
で
交
換
出
来
た
。
木
綿
が
無
く
て
、

オ
ム
ツ
に
は
苦
労
し
た
。
古
い
浴
衣
を
解
い
た
り
、
布
団
地
で

作
っ
た
り
、
全
部
手
作
り
だ
っ
た
か
ら
、
木
綿
の
糸
は
大
切
だ
っ

た
。 

 

子
供
の
物
は
、
す
ぐ
小
さ
く
な
っ
た
り
、
汚
し
た
り
、
き
ら
し

た
り
と
そ
れ
を
繕
う
糸
が
無
く
て
、
一
番
に
行
っ
て
並
ん
だ
も

の
。
石
鹸
も
不
足
し
て
い
た
け
ど
、
洗
濯
は
、
毎
日
の
仕
事
。
桶

と
洗
濯
板
で
、
時
に
は
足
で
踏
ん
だ
り
し
て
、
皸
（
あ
か
ぎ
れ
）

が
切
れ
て
血
は
滲
ん
で
く
る
し
、
ガ
サ
ガ
サ
の
手
と
足
だ
っ
た
。

濯
ぎ
は
川
の
流
れ
で
し
た
よ
、
（
今
の
様
に
汚
れ
て
い
な
か
っ

た
。
） 

 

私
の
仕
事
は
、
朝
五
時
頃
起
き
て
、
ま
ず
ご
飯
を
炊
く
事
か

ら
始
ま
っ
て
、
洗
濯
・
繕
い
も
の
・
小
さ
な
庭
に
野
菜
を
作
っ
た

り
、
よ
く
働
い
た
ね
。
今
は
考
え
ら
れ
な
い
ね
。
毛
糸
は
解
い
て

編
み
か
え
す
。
お
下
が
り
は
あ
た
り
前
、
『母
さ
ん
は
夜
な
べ
を

し
て
・
・♪
』
と
い
う
歌
が
あ
る
け
ど
あ
の
通
り
だ
っ
た
。
今
と
な

っ
て
み
る
と
懐
か
し
い
ね
ぇ
。 

（
『
望
洋
荘
』
勿
来
海
岸
通
り
の
利
用
者
の
皆
さ
ん
の
話
を
ま
と

め
ま
し
た
） 

『
お
花
見
』
に
出
掛
け
ま
し
た
。 

今
は
昔 

第
３
話 

２００４年 望洋荘便り 1８頁 



  

『老
い
る
、
と
言
う
こ
と
・・・ 

』   

須
田 

 
 

滉 

 

「
老
い
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
ど
の
よ
う
に
い
き
る
か
は
我
々
人
間
に
と
っ
て
、
な
か
な
か

厄
介
な
命
題
で
あ
る
。
健
康
に
問
題
も
な
い
若
い
人
達
は
別
に
し
て
、
あ
る
年
齢
を
超
え
た

者
に
と
っ
て
は
避
け
る
に
避
け
ら
れ
な
い
事
項
で
あ
ろ
う
。
高
齢
化
社
会
が
現
実
化
し
て
い

る
現
代
に
お
い
て
は
、
か
な
り
の
数
の
人
々
の
共
通
課
題
と
い
っ
て
も
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。 

  

私
自
身
を
考
え
て
み
て
も
、
還
暦
を
二
年
前
に
迎
え
た
と
は
い
え
、
今
の
と
こ
ろ
元
気
に

働
け
る
状
態
に
あ
る
。
し
か
し
、
い
つ
な
ん
ど
き
体
調
不
良
に
陥
り
、
周
り
の
者
に
大
き
な

迷
惑
を
掛
け
る
の
で
は
な
い
か
と
の
不
安
が
よ
ぎ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
又
、
終
焉
を

迎
え
る
時
、
こ
こ
ろ
穏
や
か
に
対
応
が
図
れ
る
自
信
も
な
い
。
行
く
先
に
思
い
を
巡
ら
し
て
、

あ
れ
こ
れ
と
悩
み
悶
え
る
こ
と
も
時
と
し
て
は
必
要
で
あ
る
が
、
あ
る
種
の
諦
観
も
大
切
な

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
「
成
る
よ
う
に
し
か
な
ら
な
い
の
だ
」
と
。 

多
く
の
高
齢
者
も
、
日
々
そ
れ
ぞ
れ
に
ご
自
分
の
生
き
方
に
つ
い
て
模
索
を
し
て
い
る
の

が
現
状
で
あ
ろ
う
。
介
護
保
険
制
度
が
発
足
し
た
現
在
、
医
師
や
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
高

齢
者
と
家
族
の
間
に
入
っ
て
、
高
齢
者
の
思
い
を
十
分
忖
度
し
た
対
応
を
図
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
と
思
う
。 

ま
た
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
方
々
は
、
高
齢
者
の
深
淵
な
考
え
に
思
い
を
寄
せ
て
、
人
と
し

て
の
尊
厳
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
介
護
の
実
践
を
心
が
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
身
体
的
に
は
不
自
由
で
あ
っ
て
も
精
紳
や
知
的
な
面
で
極
め
て
優
れ
た
高
齢
者
が

沢
山
い
ら
っ
し
ゃ
る
現
実
を
十
分
認
識
し
、
少
な
く
と
も
幼
児
に
対
す
る
よ
う
な
言
動
は

現
に
慎
ま
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
介
護
保
険
制
度
の
定
着
を
み
つ
つ
あ
る
今
日
、
こ
の
制
度
に

関
わ
る
関
係
者
は
介
護
の
質
の
向
上
に
目
を
向
け
ね
ば
。   

一
人
一
人
を
考
え
た
適
切
な
介
護
を
め
ざ
し
て
！ 

医
者
の
目
―
福
島
民
報 

（
健
康
欄
への
寄
稿
文
か
ら
） 

                            

理
事
長
の
著
作
集
よ
り 

そ
の
⑥ 

 

端
午
の
節
句
『
兜
』
を
飾
り
ま
し
た
。 

端午(たんご)の節句は、奈良時代から続く古い行事です。端午というのは、もとは月
の端(はじめ)の午(うま)の日という意味で、5 月に限ったものではありませんでした。し
かし、午(ご)と五(ご)の音が同じなので、毎月 5 日を指すようになり、やがて 5 月 5 日
のことになったとも伝えられます。そして江戸時代になると、五月五日は徳川幕府の
重要な式日に定められ、大名や旗本が染帷子（そめかたびら）の式服で江戸城に出
仕し、将軍にお祝いをのべました。また、将軍に男の子が生まれると、表御殿の玄関
前に馬印や幟を立てて祝いました。端午の節句が男の子の誕生の祝いに結びつい
たのは、このころからです。また、武士の間だけでなく、一般の人々にもこの行事がと
りいれられていったのです。はじめのころは、玄関前に幟や吹流しを立てて祝いまし
たが、やがて、厚紙で作った兜や人形、紙や布にかいた武者絵なども飾るようになり
ました。江戸の中ごろには、武士の幟に対抗して、町人の間で鯉幟（こいのぼり）が
盛大に飾られるようになりました。明治時代になると、新政府の方針で節句行事が廃
止され、端午の節句も一時廃れかけました。しかし、男の子の誕生を祝う行事として
人々の生活の中に浸透している行事は、簡単になくなるものでもなく、すぐに復活し
て、今も盛大に各地で祝われています。 

２００４年 望洋荘便り 1９頁 



介
護
老
人
福
祉
施
設 

『
望
洋
荘
』 

 
職
員
紹
介
⑥
＆
コ
メ
ン
ト
集 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

介
護
士 

 

箱
崎 

直
子 

  

四
月
か
ら
望
洋
荘
の
職
員
と
し
て
働
か
さ
せ
て
頂
く
事

に
な
り
ま
し
た
。
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
の
特
性
を
活
か
し
、
利
用

者
の
皆
様
が
自
分
ら
し
さ
を
発
揮
し
、
生
き
が
い
の
持
て

る
生
活
を
送
る
お
手
伝
い
を
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
皆
様
に
寄
り
添
う
介
護
を
目
指
し
日
々
努
力
を

し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し

く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

介
護
士 

 

新
妻 

菜
依 

  

私
は
、
小
さ
い
頃
か
ら
『
人
の
役
に
立
つ
仕
事
が
し
た
い
』

と
思
い
、
こ
の
仕
事
を
始
め
ま
し
た
。 

 

ご
利
用
者
の
人
生
の
先
輩
方
か
ら
人
間
に
と
っ
て
大
切

な
物
は
何
か
と
い
う
事
を
学
び
得
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま

だ
ま
だ
未
熟
者
で
す
が
、
日
々
勉
強
だ
と
思
い
、
利
用
者

様
方
が
毎
日
楽
し
く
過
ご
せ
る
よ
う
頑
張
り
た
い
と
思
い

ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

事
務
員 

佐
久
間 

久
美 

 

 

福
祉
施
設
で
働
く
の
は
初
め
て
の
経
験
で
、
業
務
に
お
い

て
は
、
勉
強
に
な
る
毎
日
で
す
。
入
社
し
て
か
ら
も
う
す

ぐ
半
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 

普
段
、
利
用
者
の
方
々
と
直
接
お
話
す
る
機
会
が
す
く

な
い
事
務
職
で
す
が
、
挨
拶
の
時
に
、
顔
を
覚
え
て
下
さ

っ
た
事
が
と
て
も
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
励
み

に
、
今
後
も
利
用
者
の
方
が
よ
り
快
適
に
生
活
出
来
る

様
に
努
め
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

            

『望
洋
荘
』か
ら
の
お
願
い 

 
 

 

気
候
も
良
く
な
り
、
気
温
と
と
も
に
湿
度
も
上

が
っ
て
来
て
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
一
番
心
配
な
事
は

『
食
中
毒
』
で
す
。
ご
家
族
の
皆
様
が
、
利
用
者
の

方
へお
持
ち
下
さ
い
ま
す
食
品
は
、
食
べ
切
り
分
だ

け
に
し
て
下
さ
い
。
特
に
煮
物
に
は
、
ご
配
慮
願
い

ま
す
。
残
っ
た
食
物
は
、
お
持
ち
帰
り
下
さ
い
ま

す
様
、
お
願
い
致
し
ま
す
。 

  

か
か
り
つ
け
医
（
主
治
医
・
ホ
ー
ム
ド
ク
タ
ー
） 

 

あ
る
患
者
や
家
族
の
診
療
を
長
期
に
担
当
す
る
医
師

の
こ
と
で
健
康
管
理
か
ら
診
断
・
治
療
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
・
療
養
上
の
指
導
に
わ
た
る
保
険
・
医
療
・
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
橋
渡
し
役
を
担
う
事
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

な
お
、
介
護
保
険
制
度
に
お
い
て
は
、
要
介
護
認
定
等

の
申
請
に
当
た
っ
て
か
か
り
つ
け
医
（
主
治
医
）
の
意
見
書

を
添
付
す
る
事
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
・
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者 

 

訪
問
介
護
・
訪
問
入
浴
介
護
・
訪
問
介
護
・
訪
問
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
居
宅
療
養
管
理
指
導
・
通
所
介
護
・
通
所

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
短
期
入
所
生
活
介
護
・
短
期
入
所

療
養
介
護
・
痴
呆
対
応
共
同
生
活
介
護
・
特
定
施
設
入

所
者
生
活
介
護
及
び
福
祉
用
具
貸
与
の
十
二
の
サ
ー
ビ

ス
の
こ
と
を
居
宅
サ
ー
ビ
ス
と
い
い
、
こ
れ
を
行
う
事
業
者

を
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
い
い
ま
す
。 

         

今
月
の
言
葉
そ
の
⑤
（
倫
理
研
究
所
編
標
語
集
か
ら
） 

介
護
保
険
一
口
メ
モ 

 

⑥ 

編
集
後
記 

『
望 

洋 

荘
』
便
り 

平
成
十
六
年
五
月
一
日
発
行 

発
行
所 

い
わ
き
市 

平
豊
間
字
合
磯
三
十
九
番
地 

 
 

社
会
福
祉
法
人 

り
ん
さ
く
福
祉
会 

 
 
 
 
 

介
護
老
人
福
祉
施
設 

望
洋
荘 

電 

話 

（
０
２
４
６
）
５
５
‐
７
３
７
３ 

Ｆ
Ａ
Ｘ 

（
０
２
４
６
）
５
５
‐
７
２
５
５ 
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