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恵
ま
れ
な
い
子
を
そ
っ
と
抱
く
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
の
顔
に
刻
ま
れ
た
「
し
わ
」、
そ
れ
は
人
の
心
を
や

さ
し
く
強
く
う
ち
ま
す
。
皺
は
し
み
と
と
も
に
皮
膚
の
加
齢
現
象
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
若
返
り

を
最
大
の
願
望
と
す
る
現
代
人
に
と
っ
て
、
老
い
の
象
徴
で
あ
る
皺
は
最
大
の
敵
で
し
ょ
う
。
皺
を
な

ん
と
か
防
ぎ
た
い
、
取
り
除
き
た
い
。
と
り
わ
け
女
性
は
憂
き
身
を
や
つ
し
て
い
る
の
が
現
状
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
喩
え
て
、
皺
の
な
い
人
の
肌
を
す
べ
す
べ
し
た
「
絹
地
」
と
す
れ
ば
、
皺
の
あ
る
老

人
の
肌
は
使
い
込
ん
だ
「
木
綿
地
」
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
皺
の
な
い
絹
地
は
艶
や
か
で
す
べ
す
べ
し

て
冷
た
い
感
じ
を
与
え
ま
す
が
、
皺
の
あ
る
木
綿
地
は
ご
わ
ご
わ
し
て
い
て
も
温
か
く
て
や
さ
し
い
味

わ
い
が
あ
り
ま
す
。 

 

若
く
十
九
歳
、
希
望
と
信
念
に
満
ち
て
修
道
女
に
な
っ
た
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
は
、
年
を
経
て
亡
く
な

る
寸
前
ま
で
イ
ン
ド
・
カ
ル
カ
ッ
タ
の
地
に
て
社
会
福
祉
に
貢
献
し
ま
し
た
。
平
成
九
年
九
月
五
日
息

を
引
き
取
っ
た
と
い
う
新
聞
記
事
に
載
せ
ら
れ
た
顔
写
真
は
皺
の
刻
ま
れ
た
美
し
い
顔
で
し
た
。
多
く

の
方
々
が
ご
存
じ
の
あ
の
写
真
で
す
。 

 

皺
は
老
い
ゆ
え
の
現
象
で
あ
り
、
皺
そ
の
も
の
が
醜
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
醜
い
皺
も
あ
れ
ば
、

美
し
い
皺
も
あ
り
ま
す
。
決
し
て
、
若
さ
は
美
し
く
、
老
い
は
醜
い
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
人
の
心
が
美
し
い
か
醜
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
美
に
対
す
る
観

念
は
、
人
間
の
何
に
価
値
を
お
く
か
と
い
う
「
文
化
」
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
ま
す
。
現
代
日
本

や
先
進
国
で
は
、
一
般
に
多
く
の
老
人
は
そ
の
老
い
ゆ
え
に
醜
く
見
え
、
し
た
が
っ
て
皺
も
醜
く
見
え

る
と
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
老
い
に
価
値
を
お
く
国
々
の
老
人
は
、
そ
の
老
い
ゆ
え
に

尊
敬
さ
れ
て
美
し
く
見
え
、
当
然
の
よ
う
に
皺
も
美
し
く
見
え
ま
す
。 

 

子
供
が
年
寄
り
の
顔
を
描
く
と
き
、
か
な
ら
ず
皺
を
は
っ
き
り
と
描
き
ま
す
。
子
供
に
と
っ
て
、
お

じ
い
さ
ん
や
お
ば
あ
さ
ん
が
「
や
さ
し
い
」
と
思
え
る
の
は
、
そ
の
皺
の
せ
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
す
く
な
く
と
も
、
純
真
な
子
供
の
目
に
は
、
皺
は
醜
く
は
見
え
な
い

の
で
す
。 

最
後
に
、
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
の
愛
に
つ
い
て
の
言
葉
、『
人
生
は
愛
す
る
こ
と
、

そ
し
て
、
愛
さ
れ
る
こ
と
の
喜
び
そ
の
も
の
で
す
。
愛
は
「
与
え
る
こ
と
」
で
一
番

良
く
表
現
さ
れ
う
る
の
で
す
。
そ
し
て
い
ま
学
び
に
あ
る
あ
な
た
方
は
、
こ
の
「
与

え
る
こ
と
」
が
痛
む
ま
で
「
与
え
る
こ
と
」
を
学
ぶ
の
で
す
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
れ

こ
そ
が
本
当
の
愛
の
証
だ
か
ら
で
す
。』
を
心
の
奥
底
で
噛
み
し
め
て
く
だ
さ
い
。

そ
し
て
望
洋
荘
に
住
む
高
齢
者
の
方
々
の
顔
貌
か
ら
長
年
の
生
き
様
を
読
み
と
っ

て
下
さ
い
。
み
な
さ
ん
の
心
か
ら
の
愛
を
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。 
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望洋荘より見る日の出 

元旦の朝には天気に恵まれずに初日の出を拝む事は出来ませんで

したが、翌日２日には綺麗な日の出を拝む事が出来ました。 
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「昔 
炭
砿
が
あ
った
」 

 

四
十
年
前
ま
で
は
い
わ
き
市
に
幾
つ
も
の
炭
砿
が
あ
っ
た
。
常
磐
炭
砿
が
一
番
大
き
く
、
大
小
様
々
な

炭
砿
が
あ
っ
た
が
、
私
が
働
い
て
い
た
炭
砿
は
内
郷
白
水
に
あ
る
小
さ
い
炭
砿
だ
っ
た
。 

♪
朝
も
早
よ
か
ら
よ
～
カ
ン
テ
ラ
下
げ
て
な
ぃ
♪
の
と
お
り
炭
砿
内
に
ト
ロ
ッ
コ
で
入
っ
た
。
所
々
に

電
燈
は
あ
っ
た
が
暗
か
っ
た
。
ガ
ス
の
出
て
い
る
所
が
あ
っ
て
カ
ン
テ
ラ
が
消
え
て
し
ま
っ
た
り
し
た
。

抗
内
は
も
の
す
ご
く
暑
か
っ
た
り
、
冷
た
い
風
が
吹
き
込
ん
だ
り
と
過
酷
だ
っ
た
。
地
下
三
千
尺
ぐ
ら
い

潜
っ
た
。
カ
ン
テ
ラ
は
照
り
返
し
が
付
い
て
い
て
明
る
さ
を
倍
に
し
て
く
れ
る
板
の
様
な
物
な
ん
だ
ょ
。

抗
内
に
は
一
日
中
ま
た
戦
時
中
は
男
手
が
少
な
く
次
の
日
ま
で
入
っ
て
い
た
事
も
あ
っ
た
。
弁
当
持
っ
て

行
っ
て
ね
、
だ
か
ら
ネ
ズ
ミ
も
居
た
。
あ
の
暗
い
中
、
弁
当
の
食
べ
残
し
を
食
べ
て
い
た
ん
だ
ろ
う
ね
。 

私
ら
は
夫
婦
で
入
っ
て
い
た
。
夫
が
先
山
と
言
い
私
は
後
山
と
言
っ
た
。
格
好
は
男
は
フ
ン
ド
シ
姿
、

女
は
腰
巻
一
つ
上
は
襦
袢
一
枚
。
目
に
は
水
浴
び
の
時
使
う
様
な
眼
鏡
を
掛
け
（
今
で
言
う
ゴ
ー
グ
ル
）

て
ね
。
外
に
出
て
眼
鏡
を
外
す
と
粉
塵
で
黒
く
な
っ
て
い
る
所
と
そ
う
で
な
い
所
が
有
り
面
白
い
顔
に
な

っ
て
い
た
。
抗
内
は
太
い
抗
木
で
や
ぐ
ら
の
様
に
組
ん
で
行
く
、
う
ま
く
出
来
て
た
ね
。
今
想
え
ば
あ
の

頃
は
若
か
っ
た
し
、
よ
く
や
っ
た
と
思
う
ね
。
男
と
同
じ
仕
事
を
し
て
た
ん
だ
も
ん
ね
。
夫
と
二
人
で
真

っ
黒
く
な
っ
て
や
っ
た
の
も
そ
れ
な
り
に
楽
し
か
っ
た
。
抗
内
は
石
炭
化
石
館
で
見
る
の
と
同
じ
だ
よ
。

あ
れ
は
良
く
出
来
て
い
る
よ
ね
。
懐
か
し
く
て
涙
が
出
て
し
ま
う
よ
。 

『
望
洋
荘
「
薄
磯
海
岸
通
り
」 

Ｍ
・
Ｉ
さ
ん
か
ら
の
話
を
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。』 

        

  

昨
今
と
あ
る
所
の
特
養
ホ
ー
ム
で
「
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
」
感
染
に
よ
る
死
者
が
出

て
新
聞
・
テ
レ
ビ
等
で
大
き
く
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
発
熱
を
伴
う
激
し
い
嘔
吐
・

下
痢
と
い
う
症
状
が
突
然
の
様
に
現
れ
る
。
通
常
で
あ
れ
ば
風
邪
に
よ
る
胃
腸
炎

の
様
に
も
思
わ
れ
る
が
、
抵
抗
力
の
弱
い
子
供
や
高
齢
者
に
は
命
取
り
に
な
る
事

も
あ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
は
一
大
事
と
、
感
染
防
止
す
る
方
法
、
も
し
感
染
者
が
発
生
し
た
時
の
対

処
法
等
を
調
べ
て
、
朝
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
職
員
に
周
知
徹
底
を
呼
び
か
け
て
ま

し
た
。
そ
ん
な
矢
先
に
、
或
る
ユ
ニ
ッ
ト
よ
り
三
名
の
入
居
者
に
下
痢
の
症
状
が

現
れ
た
と
い
う
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
今
ま
で
「
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
」
つ
い
て
は
、

こ
の
様
に
大
き
く
問
題
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
為
に
認
識
が
乏
し
く
、
不
安
を
感

じ
協
力
病
院
で
あ
る
国
立
い
わ
き
病
院
さ
ん
へ
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
す
ぐ
に
診
察

し
て
戴
け
る
事
に
な
り
い
わ
き
病
院
さ
ん
に
て
受
診
し
ま
し
た
。
検
査
の
結
果
ま

で
４
～
５
日
か
か
る
と
い
う
事
で
、
万
一
を
想
定
し
入
院
治
療
す
る
事
に
な
り
ま

し
た
。 

 

一
方
施
設
内
で
は
、
他
の
入
居
者
に
同
様
の
症
状
が
現
れ
て
い
な
い
か
注
意
を

強
め
、
又
、
感
染
防
止
（
排
泄
物
の
処
理
の
仕
方
・
消
毒
方
法
等
）
の
強
化
を
図

り
、
入
院
し
た
３
人
が
入
居
し
て
い
た
ユ
ニ
ッ
ト
内
は
消
毒
液
に
よ
る
床
清
掃
と

空
中
散
布
を
実
施
、
一
時
的
に
面
会
・
食
べ
物
の
持
込
を
禁
止
と
さ
せ
て
戴
き
ま

し
た
。
お
蔭
様
で
、
そ
の
後
入
居
者
に
同
様
の
症
状
が
現
れ
る
事
も
無
く
、
現
在

は
入
院
し
て
い
た
入
居
者
三
名
も
検
査
の
結
果
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
は
検
出
さ
れ
ず
、

た
だ
の
胃
腸
炎
と
診
断
さ
れ
無
事
退
院
し
て
来
ま
し
た
。
大
事
に
至
ら
ず
一
件
落

着
致
し
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
致
し
ま
し
て
、
皆
様
の
ご
協
力
に
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。 

 
今
後
も
入
居
者
様
の
変
化
に
注
意
を
払
い
、
ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
・
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
の
感
染
防
止
を
実
施
す
る
と
共
に
健
康
管
理
に
万
全
を
期
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。 

今
は
昔 

第
⑩
話 

 
ｋ
ｋ
の 

ノ
ロ
ウ
イ
ル
ス
顛
末
記 

ｋ
ｋ
の 

常磐炭砿の歴史 
安政２年に片寄平蔵氏が湯の

岳の麓、内郷白水の「弥勒沢」で
石炭の露頭を発見したのが始ま
りであり、その後明治・大正・昭
和の基幹産業として日本経済の
発展に貢献した。昭和５１年８月
に常磐炭砿西部砿の閉山によっ
て１２５年の歴史に幕を閉じた。 
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毎
度
、
稚
拙
な
お
噺
し
で
申
し
訳
御
座
居
ま
せ
ん
。
仏
の
顔
も
三
度
ま
で
と
申
し
ま
す
の
で
、

須
由
の
田
庵
も
こ
の
辺
で
お
い
と
ま
を
致
し
ま
せ
ぬ
と
…
。
甚
だ
御
退
屈
か
と
は
存
じ
ま
す
が
、

欠
伸
の
程
は
も
う
暫
ら
く
御
辛
抱
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

い
わ
き
寄
席
も
九
年
間
、
五
十
回
を
数
え
る
に
及
び
、
三
十
数
名
の
師
匠
（
真
打
）
を
迎
え

る
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。
世
に
四
百
人
余
の
噺
家
が
居
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
一
割

弱
の
噺
家
の
お
声
に
接
し
た
勘
定
に
な
る
よ
う
で
す
。
噺
の
ネ
タ
（
根
多
）
も
百
二
十
以
上
に

の
ぼ
っ
て
お
り
我
乍
ら
驚
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
今
回
は
、
こ
の
ネ
タ
の
内
容
分
類
等
を
中

心
に
若
干
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

毎
度
、
慌
て
者
が
登
場
し
、
い
つ
も
の
よ
う
に
し
く
じ
っ
て
は
笑
い
を
呼
ぶ
滑
稽
話
。「
青

菜
」
な
ど
が
代
表
的
な
一
品
で
し
ょ
う
。
又
、
笑
わ
せ
る
事
を
主
目
的
と
は
せ
ず
、
登
場
人
物

の
心
の
深
奥
を
描
き
だ
し
、
聞
き
手
の
涙
を
誘
う
、「
子
別
れ
」「
文
七
元
結
」
な
ど
の
人
情
噺
。

「
中
村
仲
蔵
」
「
淀
五
郎
」
等
の
演
目
は
歌
舞
伎
役
者
に
成
り
切
っ
て
の
芝
居
噺
。
か
と
思
え

ば
、
「
紙
入
れ
」
な
ど
大
人
の
エ
ロ
チ
ズ
ム
が
巧
み
に
描
写
さ
れ
る
艶
噺
（
艶
笑
噺
）。 

更
に

は
、
遊
女
と
そ
の
客
が
織
り
成
す
悲
喜
こ
も
ご
も
を
語
っ
た
「
明
烏
」「
三
枚
起
請
」
に
代
表

さ
れ
る
郭
噺
。
他
に
も
、
長
屋
噺
、
怪
談
噺
、
ど
な
た
も
御
存
知
の
「
時
そ
ば
」
の
よ
う
な
仕

込
み
噺
。
仕
種
に
重
き
を
置
き
、
面
白
可
笑
し
く
演
じ
る
「
欠
伸
指
南
」
の
よ
う
な
仕
方
噺
、

等
々
枚
挙
に
遑
が
あ
り
ま
せ
ん
。
新
作
落
語
を
含
め
、
千
以
上
と
い
わ
れ
る
ネ
タ
は
内
容
に
よ

り
そ
れ
ぞ
れ
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。 

我
々
医
者
の
ネ
タ
は
、
長
年
蓄
積
さ
れ
て
き
た
カ
ル
テ
や
手
垢
の
滲
ん
だ
医
学
書
の
中
に
埋

蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。 

積
読
に
な
っ
て
い
る
高
価
な
医
学
書
は
枕
代
わ
り
に
は
な
っ
て
も
、
枕
噺
の
タ
ネ
ど
こ
ろ
か

患
者
の
手
助
け
に
も
な
か
な
か
成
ら
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
古

典
的
な
も
の
と
し
て
は
、
頭
痛
噺
、
卒
中
噺
、
癪
噺
、
仙
痛
噺
な
ど
が
列
挙
出
来
ま
し
ょ
う
か
。

極
め
て
怖
い
と
こ
ろ
で
癌
噺
、
絵
異
図
噺
と
相
成
り
ま
す
か
。
ま
あ
、
比
較
的
新
し
い
と
こ
ろ

で
花
粉
噺
（
嘗
て
は
花
柳
噺
と
い
う
名
前
だ
け
は
艶
っ
ぽ
い
の
が
流
行
っ
た
よ
う
だ
が
）。
何

と
か
頑
張
っ
て
、
自
分
自
身
が
陥
ら
な
い
よ
う
に
極
力
努
め
た
い
惚
け
噺
、
失
禁
噺
、
ぽ
っ
く

り
噺
。
そ
の
他
、
糖
尿
噺
、
狭
心
噺
、
肝
炎
噺
…
等
々
と
病
い
噺
の
範
疇
は
、
落
語
の
ネ
タ
の

数
々
を
遥
か
に
凌
駕
す
る
こ
と
間
違
い
な
い
。 

 
 

脱
線
は
こ
れ
ぐ
ら
い
に
し
て
落
語
の
話
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
数
有
る
ネ
タ
を
、
噺
家
は
自
分

の
も
の
に
す
る
た
め
に
日
夜
精
進
し
、
且
つ
、
芸
の
幅
を
広
げ
る
た
め
他
の
芸
事
や
遊
び
事
に

も
手
を
染
め
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
ま
で
し
て
も
、
自
分
達
は
芸
能
界
に
お
い
て
は
、
芸

能
人
で
な
く
芸
人
で
あ
る
と
卑
下
し
て
い
ま
す
。
私
に
言
わ
せ
れ
ば
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
、

芸
能
人
よ
り
格
上
の
芸
脳
人
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
人
ば
か
り
で
す
。
彼
等
が
い
わ
き
寄
席
の
為

に
書
き
記
し
た
色
紙
に
も
な
か
な
か
味
の
あ
る
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
幾
つ
か
ご
披
露
い
た
し
ま

し
ょ
う
。
落
語
家
ら
し
く
「
笑
わ
せ
る 

 

ま
で
に
噺
家 

 

さ
ん
ざ
泣
き
」（
春
風
亭
一
朝
）、「
噺

家
は 

笑
わ
す
ま
で
が
泣
く
修
行
」（
春
風
亭
正
朝
）、「
笑
売
繁
盛
」（
三
遊
亭
鳳
楽
）、「
笑
う

人 

こ
の
世
の
中
を 

 

長
く
生
き
」（
桂
才
賀
）。 

奇
麗
な
と
こ
ろ
で
「
山
里
に 

お
そ
き
桜
や 

 

子
守
歌
」「
う
ぐ
い
す
の 

初
音
う
れ
し
や 

梅
の
花
」（
初
音
家
左
橋
）、「
柳
か
な 

風
の
吹
く

ま
ま 

ふ
か
ぬ
ま
ま
」（
柳
亭
市
馬
）。 

更
に
は
巧
み
な
絵
を
描
い
た
色
紙
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。

い
ず
れ
機
会
が
あ
れ
ば
展
示
を
と
も
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
れ
こ
れ
と
落
語
に
つ
い
て
知
っ
た
か
ぶ
り
を
述
べ
て
参
り
ま
し
た
が
、
最
後
、
ご
参
考
ま

で
に
古
典
落
語
を
掲
載
し
た
書
籍
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
三
一
書
房
か
ら
発
刊
さ
れ

て
い
る
「
古
典
落
語
体
系
」全
八
巻
が
現
在
の
と
こ
ろ
最
も
詳
し
い
か
と
思
い
ま
す
。し
か
し
、

書
物
に
は
枕
噺
は
有
り
ま
せ
ん
し
、
又
、
そ
れ
ぞ
れ
の
噺
家
独
特
の
仕
種
も
あ
り
ま
せ
ん
。
更

に
は
、
肝
要
な
「
噺
の
間
」
に
つ
い
て
も
味
わ
う
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
直
接
に
生
の
噺
を
聴

く
の
が
一
番
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
き
寄
席
百
回
を
目
指
し
て
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、

ご
支
援
の
程
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

落
語
は
落
（
お
）
ち
が
い
の
ち
な
（
な
）
り 

 

医
療
は
終
（
し
）
焉
軽
ん
ず
可
か
（
か
）
ら
ず 

 

落
語
は
枕
（
ま
）
ば
な
し
に
て
事
（
こ
）
始
め 

 

医
療
は
癒
（
い
）
し
の
言
葉
で
苦
（
く
）
を
除
く 

 

話
術
を
寄
（
よ
）
席
に
て
高
め
ら
（
ら
）
ん 

（
お
し
ま
い
よ 

 

ら
く
ご
か
な
） 

お
粗
末
で
し
た
。 

 （
平
成
元
年
「
い
わ
き
市
医
師
会
報
」
へ
の
寄
稿
文
か
ら 

現
在
「
い
わ
き
寄
席
」

九
十
回
に
な
っ
て
い
ま
す
。） 

 

        

今
月
の
言
葉
そ
の
⑬
（
倫
理
研
究
所
編
標
語
集
か
ら
） 

理
事
長
の
著
作
集
よ
り 

そ
の
⑮ 

 



介
護
老
人
福
祉
施
設 

『
望
洋
荘
』 

 
職
員
紹
介
⑮
＆
コ
メ
ン
ト
集 

２００5年 望洋荘便り 8頁 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介
護
士 

 

山
本 

大
樹 

   

入
社
し
て
か
ら
半
年
が
経
ち
ま
し
た
。
以
前
は
、
保
健

施
設
で
一
年
間
働
い
て
い
ま
し
た
が
途
惑
う
事
ば
か
り
で

し
た
。
少
し
ず
つ
慣
れ
て
来
ま
し
た
が
ま
だ
ま
だ
勉
強
不

足
で
す
。
い
つ
も
利
用
者
様
が
笑
顔
で
安
心
し
て
過
ご
せ

る
よ
う
に
仕
事
を
し
て
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

利
用
者
様
の
笑
顔
と
「
あ
り
が
と
う
」
の
言
葉
に
支
え

ら
れ
な
が
ら
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

こ
れ
か
ら
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介
護
士 

 

幸
田 

真
由
美 

   

私
が
望
洋
荘
で
仕
事
を
始
め
て
か
ら
、
も
う
半
年
が
経
ち

ま
す
。
施
設
で
の
仕
事
は
初
め
て
で
し
た
の
で
戸
惑
い
を
感

じ
る
事
も
あ
り
ま
し
た
が
、
た
く
さ
ん
の
利
用
者
様
と
接
し
、

笑
顔
に
励
ま
さ
れ
な
が
ら
こ
こ
ま
で
や
っ
て
来
れ
た
様
な
気

が
し
ま
す
。 

 

日
々
、
反
省
を
し
な
が
ら
の
毎
日
で
す
が
、
利
用
者
様
の

方
々
の
安
全
と
居
心
地
の
良
い
環
境
作
り
を
心
掛
け
て
、
こ

れ
か
ら
も
仕
事
を
し
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介
護
士 

 

比
佐 

昌
子 

   

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
、
私
は
望
洋
荘
に
入
職
し
て
半
年
が

過
ぎ
様
と
し
て
い
ま
す
。
私
に
と
っ
て
「
介
護
」
と
い
う
も

の
は
、
ゴ
ー
ル
が
な
く
、
奥
の
深
い
も
の
で
、
長
年
遣
っ
て

も
、
常
に
勉
強
に
な
る
事
ば
か
り
の
様
な
気
が
し
ま
す
。
未

熟
者
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
も
、
笑
顔
を
忘
れ
ず

頑
張
っ
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。 

   

先
月
に
引
き
続
き
『
望
洋
荘
』
の
各
部
門
の
内
部
の
紹
介

を
し
ま
す
。
今
月
は
「
薄
磯
海
岸
通
り
」
で
す
。 

 

居
室
部
門
（
ユ
ニ
ッ
ト
） 

薄
磯
海
岸
通
り
一
丁
目
―
一
、

二
、
三
、
五
番
地
の
四
個
室
が
あ
り
、
ホ
ー
ル
を
中
心
に
し

て
、
ほ
か
の
二
、
三
、
五
丁
目
と
命
名
さ
れ
た
四
居
室
が
あ

り
ま
す
。
こ
こ
に
は
十
六
名
の
方
々
が
支
援
す
る
職
員
と
と

も
に
住
ん
で
い
る
共
同
体
で
す
。 

                      
 

 

 

利
用
者
数
は
、
十
六
名
で
最
高
年
齢
九
九
才
（
今
年
五
月

で
百
歳
望
洋
荘
の
最
高
齢
者
で
す
）
最
小
年
齢
六
四
歳
（
望

洋
荘
の
最
小
年
齢
者
）
平
均
年
齢
八
四
歳
で
す
。 

利
用
者
の
皆
様
さ
ん
は
、
穏
や
か
で
お
話
好
き
で
す
。
車

椅
子
を
使
用
さ
れ
て
い
る
方
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
自
操
さ

れ
る
方
も
半
数
は
い
ら
し
ゃ
い
ま
す
。
リ
ハ
ビ
リ
体
操
や
ゲ

ー
ム
な
ど
に
も
参
加
さ
れ
、
感
動
す
る
と
涙
を
流
さ
れ
る
方

も
い
ら
し
ゃ
い
ま
す
。
た
く
さ
ん
歌
を
知
っ
て
い
て
、
皆
様

の
前
で
自
慢
の
の
ど
を
聞
か
せ
て
く
れ
る
方
や
も
う
す
ぐ
百

歳
を
迎
え
ら
れ
る
方
は
何
か
と
周
り
の
方
々
世
話
を
焼
い
て

下
さ
い
ま
す
。
穏
や
か
な
雰
囲
気
で
他
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
方
々

も
、
遊
び
に
来
ら
れ
る
事
が
多
い
ユ
ニ
ッ
ト
で
す
。
皆
様
、

甘
い
物
が
好
き
で
す
。
時
代
劇
や
懐
メ
ロ
な
ど
の
歌
番
組
や

ス
ポ
ー
ツ
観
戦
が
好
き
で
す
。
最
近
は
毎
月
の
誕
生
会
な
ど

の
行
事
に
つ
い
て
利
用
者
同
士
で
会
話
が
は
ず
ん
で
い
ま
す
。 

 

                     

『
望
洋
荘
』
に
住
ん
で
み
て 

第
二
話 

編
集
後
記 

『
望 

洋 

荘
』
便
り 

平
成
十
七
年
二
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 

 

薄
磯
海
岸
通
り
へ
は
、
正
面
玄
関
を
入
り
直
ぐ
右
へ
曲
が

り
奥
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
前
を
通
っ
て
突
き
当
た
り
の
階

段
を
二
階
に
上
が
る
と
右
側
に
あ
り
ま
す 

 

薄
磯
海
岸
通
り
は
、
太
平
洋
側
に
面
し
施
設
の
中
で
一
番

海
が
綺
麗
に
見
え
る
ユ
ニ
ッ
ト
で
す
。
テ
ィ
ル
ー
ム
か
ら
太

平
洋
を
見
る
と
正
面
に
は
広
大
な
水
平
線
、
右
側
に
は
塩
屋

崎
灯
台
、
左
側
に
は
二
見
ヶ
浦
が
景
観
出
来
ま
す
。
今
年
の

元
旦
に
は
入
居
者
様
の
ほ
と
ん
ど
が
早
起
き
さ
れ
て
テ
ィ

ル
ー
ム
前
に
座
り
、
初
日
の
出
が
出
る
の
を
待
っ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
天
気
に
恵
ま
れ
ず
初
日
の
出
を
拝
む
事

は
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
翌
日
に
は
綺
麗
に
日
の
出

を
拝
め
ま
し
た
。 

職
員
一
同 

入
居
者
様
一
同 


