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そ
の
時
、
何
を
学
ん
だ
か 

―
東
日
本
大
震
災
か
ら
二
年
目
を
迎
え
て
― 
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私
た
ち
の
生
活
を
一
変
さ
せ
た
東
日
本
大
震
災
か
ら
、
早
く
も
二
年
が
経
過
し
ま
し

た
。
例
年
の
よ
う
に
、
春
の
陽
光
が
ま
ぶ
し
く
感
じ
ら
れ
る
季
節
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

晴
れ
渡
る
空
と
光
る
海
を
背
景
に
、
塩
屋
崎
灯
台
の
白
い
姿
は
、
今
ま
で
と
変
わ
る
こ

と
な
く
、
こ
こ
緑
の
森
に
た
た
ず
む
望
洋
荘
か
ら
見
渡
す
こ
と
が
出
来
ま
す
が
、
周
囲

の
風
景
は
随
分
と
変
わ
り
果
て
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

一
九
世
紀
に
イ
ギ
リ
ス
で
活
躍
し
た
劇
作
家
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー

は
「
人
間
が
賢
い
か
ど
う
か
は
、
経
験
の
量
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
経
験
を
い

か
に
活
か
す
か
に
よ
る
の
だ
」
と
い
う
言
葉
を
遺
し
て
い
ま
す
。
職
場
や
生
活
の
場
で

「
様
々
な
経
験
を
し
て
い
る
の
に
、
ま
っ
た
く
能
力
が
向
上
し
な
い
」
と
い
う
人
も
い

ま
す
。
一
方
で
は
、「
同
様
な
経
験
を
積
み
な
が
ら
、
日
々
着
実
に
向
上
し
て
い
る
」
と

い
う
人
も
い
ま
す
。
こ
う
し
た
能
力
の
向
上
の
差
は
、「
普
段
か
ら
『
経
験
』
を
ど
の
よ

う
に
活
か
そ
う
と
し
て
い
る
か
」
と
い
う
姿
勢
に
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

二
年
前
の
あ
の
大
震
災
は
私
た
ち
に
大
変
な
経
験
と
大
き
な
教
訓
を
与

え
て
く
れ
ま
し
た
。
当
時
の
望
洋
荘
で
の
職
員
の
対
応
は
、
津
波
の
襲
来
か

ら
逃
れ
て
避
難
し
て
き
た
多
く
の
方
々
の
支
援
活
動
。
そ
れ
ら
は
、
「
望
洋

荘
便
り
」
の
八
八
、
八
九
、
九
〇
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
集
と
し
て

東
日
本
大
震
災
『
そ
の
時
，
私
は
…
…
』
に
多
く
の
職
員
の
手
記
を
も
編
集

し
ま
し
た
。
平
成
二
三
年
三
月
十
一
日
の
本
震
、
続
い
て
四
月
十
一
日
の
大

余
震
は
多
く
の
人
を
恐
怖
の
ど
ん
底
に
落
と
し
込
む
ほ
ど
の
大
震
災
で
し

た
。
実
際
に
遭
遇
し
た
か
ら
の
貴
重
な
経
験
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
震
災
、

津
波
、
火
災
、
原
発
事
故
に
よ
る
放
射
能
の
拡
散
、
そ
れ
に
伴
う
風
評
被
害
。

望
洋
荘
で
も
、
停
電
、
水
道
断
水
、
ガ
ス
供
給
断
、
食
糧
不
足
、
等
々
が
一

週
間
続
き
、
ま
さ
に
陸
の
孤
島
化
し
た
事
。
そ
の
後
に
お
け
る
多
く
の
方
々

の
支
援
活
動
。
市
行
政
、
自
衛
隊
、
地
区
の
方
々
、
家
族
会
、
各
地
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
方
々
等
々
の
復
旧
に
向
け
て
の
対
応
に
は
頭
が
下
が
る
思
い
あ

り
、
心
か
ら
の
謝
意
を
申
し
上
げ
る
と
こ
ろ
で
す
。 

 

こ
の
予
想
だ
に
し
な
か
っ
た
未
曾
有
の
災
害
を
通
し
、
多
く
の
体
験
を
し

ま
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
は
何
を
得
、
今
後
何
を
な
す
べ
き
な
の

か
は
、
今
後
の
職
員
の
行
動
が
物
語
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
二
年
経

た
現
在
も
、
そ
の
時
の
経
験
が
皆
さ
ん
の
仕
事
や
日
常
の
生
活
の
面
に
お
い

て
の
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
に
寄
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
強
く
感
じ
て
い

ま
す
。
当
時
の
多
く
の
方
々
の
ご
支
援
を
感
謝
し
、
且
つ
そ
れ
を
忘
れ
る
こ

と
な
く
、
ど
う
ぞ
謙
虚
な
姿
勢
を
保
ち
つ
つ
、
こ
の
貴
重
な
経
験
を
活
か
し

職
場
の
更
な
る
発
展
向
上
に
努
力
邁
進
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 
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三
月
三
日
（
日
）
塩
屋
岬
ホ
ー
ル
に
て
雛
ま
つ
り
を
行
い
ま
し
た
。
午
後
二
時
～

三
時
ま
で
永
崎
・
四
倉
・
勿
来
ユ
ニ
ッ
ト
、
三
時
～
四
時
ま
で
薄
磯
・
豊
間
・
シ
ョ
ー

ト
ユ
ニ
ッ
ト
と
二
回
に
分
け
て
行
い
ま
し
た
。 

甘
酒
、
ひ
な
あ
ら
れ
、
ケ
ー
キ
、
桜
も
ち
と
、
女
性
の
お
祭
り
な
の
で
、
甘
い
も
の

が
た
く
さ
ん
テ
ー
ブ
ル
に
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
入
居
者
様
は
満
面
の
笑
み
で
頬
ば
っ
て

お
り
ま
し
た
。
笑
顔
満
開
の
ひ
な
祭
り
会
と
な
り
ま
し
た
。 

                      

   

普
段
の
入
居
者
様
は
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
の
か
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

各
ユ
ニ
ッ
ト
で
は
毎
月
、
入
居
者
様
の
誕
生
会
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
カ
ラ
オ
ケ
を
し
た
り
、

プ
レ
ゼ
ン
ト
を
交
換
し
た
り
、
お
茶
会
を
し
な
が
ら
誕
生
日
の
お
祝
い
を
し
て
お
り
ま
す
。 

ま
た
、
編
み
物
や
レ
ゴ
ブ
ロ
ッ
ク
の
組
立
を
し
た
り
、
絵
画
等
、
様
々
な
娯
楽
を
日
々
楽
し

ま
れ
て
お
り
ま
す
。 

                       

介護老人福祉施設 望洋荘 

｢

ひ
な
ま
つ
り｣ 

も
も
の
節
句 

 

｢

ひ
な
ま
つ
り｣ 

も
も
の
節
句 

 

入
居
者
様
の
暮
ら
し
風
景 

「
猫
」
作
・
渡
辺
礼
次 

「
汽
車
」
作
・
財
津
シ
ツ 

貼
絵 

作
・
佐
藤
ち
ゑ
子 
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三
月
二
十
六
日
（
金
）
午
後
三
時

三
〇
分
よ
り
、
「
避
難
訓
練
及
び
消

火
訓
練
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。 

今
回
の
訓
練
は
、
現
状
で
火
災
が

発
生
し
た
時
に
職
員
が
ど
の
よ
う
に

行
動
出
来
る
か
を
検
証
し
ま
し
た
。

結
果
と
し
て
、
「火
災
発
生
現
場
の
確

認
」
「
初
期
消
火
活
動
」「
避
難
誘
導
」

す
べ
て
動
作
は
出
来
て
お
り
ま
し
た

が
、
反
省
す
べ
き
点
も
い
く
つ
か
あ
り

ま
し
た
。
終
了
後
に
、
そ
の
問
題
点
を

指
摘
し
、
万
が
一
の
際
に
は
、
適
切
に

対
応
が
出
来
る
よ
う
に
職
員
に
指
導

い
た
し
ま
し
た
。 

                

地域密着型介護老人福祉施設 せんしょう苑 

「ひ
な
祭
り
」 

灯
り
を
点
け
ま
し
ょ
う
雪
洞
に
♪
・・・ 

「鍋
パ
テ
ィ
―
」 

み
ま
や
南
ユ
ニ
ッ
ト  

「避
難
訓
練
・消
火
訓
練
」 

三
月
三
日
（
日
）
の
午
後
三
時
か
ら
「
ひ
な
祭
り
」
を
行
い

ま
し
た
。 

ひ
な
人
形
の
前
で
記
念
撮
影
を
し
た
後
は
、
各
ユ
ニ
ッ
ト
で

桜
餅
や
雛
あ
ら
れ
、
甘
酒
と
と
も
に
歓
談
し
、
子
供
の
頃
に
ひ

な
祭
り
の
お
祝
い
を
し
た
事
や
、
子
供
や
孫
の
初
節
句
の
思
い

出
な
ど
に
話
を
咲
か
せ
て
い
ま
し
た
。 

甘
い
も
の
は
別
腹
と
よ
く
言
い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
昼
食
後
で

も
桜
餅
を
ペ
ロ
リ
と
召
し
上
が
り
、
も
う
一
つ
食
べ
た
い
と
い

う
声
も
聞
か
れ
ま
し
た
。 

桜
の
葉
の
良
い
香
り
が
す
る
中
、
最
後
は
皆
で
「
う
れ
し
い

ひ
な
祭
り
」
を
唄
っ
て
桃
の
節
句
を
お
祝
い
し
、
春
の
訪
れ
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

三
月
十
六
日
（
土
）
の
お
昼
に
「
み
ま
や
南
ユ
ニ
ッ
ト
」
で

鍋
パ
ー
テ
ィ
ー
を
実
施
し
ま
し
た
。
ユ
ニ
ッ
ト
内
で
は
、
包
丁

で
材
料
を
切
る
軽
快
な
音
、
真
剣
な
お
も
む
き
で
、
た
こ
焼
き

を
焼
い
て
い
る
姿
や
手
際
よ
く
鍋
を
作
る
鍋
奉
行
の
姿
、
一
面

に
漂
う
美
味
し
そ
う
な
香
り
に
、
皆
さ
ん
出
来
上
が
り
を
今
か

今
か
と
楽
し
み
に
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

テ
ー
ブ
ル
に
は
、
鮭
・
鱈
・
海
老
や
沢
山
の
野
菜
が
入
っ
た

海
鮮
鍋
や
た
こ
焼
き
、
と
ん
か
つ
、
刺
身
、
炊
き
込
み
ご
飯
な

ど
の
豪
華
な
食
事
が
並
び
、
皆
さ
ん
目
を
輝
か
せ
な
が
ら
「
お

い
し
い
し
温
ま
る
ね
！
」
と
言
い
な
が
ら
召
し
上
が
っ
て
い
ま

し
た
。
次
は
蟹
鍋
も
良
い
ね
と
、
次
回
の
計
画
を
立
て
な
が
ら

楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
さ
れ
ま
し
た
。 
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今
年
一
月
か
ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
に
お
い
て
、
幕
末
の
会

津
を
舞
台
と
し
た
「
八
重
の
桜
」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
Ｎ
Ｈ

Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
で
は
、
幕
末
を
題
材
に
し
た
も
の
が
こ
こ
十
年
で

「
新
鮮
組
」
・
「
篤
姫
」
・
「
龍
馬
伝
」
と
四
作
も
あ
り
、
み
ん
な
が

幕
末
時
代
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
事
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
中
で

戊
辰
戦
争
（
一
八
六
八
年 

慶
応
四
年
・
明
治
元
年
）
の
戦
場
が

福
島
県
（
白
河
口
の
戦
い
）
に
入
っ
た
頃
に
、
あ
ま
り
馴
染
み
の

な
い
閏
四
月
と
い
う
月
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
閏
四
月
と
は
何
か

と
疑
問
を
い
だ
き
調
べ
て
み
ま
し
た
。
旧
暦
（
太
陰
暦
）
は
月
の

満
ち
欠
け
に
よ
り
、
そ
の
周
期
を
一
ヶ
月
と
し
て
、
十
二
ヶ
月
を

一
年
（
三
五
四
日
）
と
し
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
現
在
の
太
陽

暦
に
比
べ
て
十
一
日
ほ
ど
短
く
、
季
節
な
ど
に
ず
れ
が
生
じ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
三
年
に
一
回
（
実
際
は
十
九
年
に
七

回
）
ひ
と
月
多
い
十
三
ヶ
月
の
年
を
作
り
ま
し
た
。
そ
の
年
を
閏

年
と
言
い
、
増
え
た
月
を
閏
月
と
言
い
ま
す
。
そ
の
年
の
月
は
、

四
月
→
閏
四
月
→
五
月
の
順
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
の
月
に
閏

月
を
入
れ
る
か
は
「
二
十
四
節
気
」
の
計
算
法
に
基
づ
き
決
め
ら

れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
も
明
治
五
年
に
現
在
の
太
陽
暦
に
改

暦
が
行
わ
れ
閏
月
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に

は
、
当
時
の
明
治
政
府
の
財
政
が
苦
し
く
、
翌
年
の
閏
年
に
官

吏
（
公
務
員
）
の
給
料
を
十
三
回
支
給
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
た

め
、
急
遽
改
暦
す
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
い
ま
で
は
考
え

ら
れ
ま
せ
ん
が
、
明
治
五
年
十
一
月
九
日
に
改
暦
が
布
告
さ
れ
、

同
年
の
十
二
月
三
日
が
明
治
六
年
一
月
一
日
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
す
か
ら
、
布
告
か
ら
た
っ
た
二
十
三
日
で
の
実
施
で
し
た
。

し
か
も
十
二
月
は
二
日
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
官
吏
の

十
二
月
分
給
料
も
支
払
わ
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
こ
と
か

ら
明
治
政
府
の
財
政
危
機
や
強
引
さ
が
良
く
わ
か
り
ま
す
。

江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
変
わ
り
、
開
国
や
廃
藩
置
県
、
旧
暦

か
ら
太
陽
暦
へ
と
当
時
の
変
化
は
目
ま
ぐ
る
し
く
、
間
違
い

な
く
日
本
全
体
が
大
混
乱
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

  

  

望  

洋  

荘 

四 

月 

五 

日( 

金 
) 

午
後
二
時
よ
り 

 
   

「 

お 

花 

見 

ド 

ラ 

イ 

ブ 

」 

薄
磯
ユ
ニ
ッ
ト 

 

四 

月
二
一
日( 

日 
) 

午
後
一
時
よ
り 

 
   

「 

平
成
二
十
五
年
度 

望
洋
荘
家
族
会
総
会 

」 

 

四 

月
二
五
日( 

木 
) 

正
午
よ
り 

 
   

「 
石
炭
化
石
館
ほ
る
る
見
学 

」 

豊
間
ユ
ニ
ッ
ト 

   

   

せ
ん
し
ょ
う
苑 

四 

月 

七 

日(

日) 

午
前
九
時
三
〇
分
よ
り 

 

「
お
花
見
会
…
小
島
公
園
」
南
ユ
ニ
ッ
ト 

四 

月 

九 

日(

火) 

午
前
九
時
三
〇
分
よ
り 

 

「
お
花
見
会
…
小
島
公
園
」
東
ユ
ニ
ッ
ト 

四 

月 

未
定 

日   

午
後
二
時
三
〇
分
よ
り 

 

「
お
花
見
会
…
長
町
公
園
」
西
ユ
ニ
ッ
ト 

※
桜
の
開
花
状
況
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。 

            

渡

邉

ハ
ツ

子 

四 

鈴

木

 

シ

メ 

四 

水

野

琴

子 

四 

望  

洋  

荘 

月 月 月 

十
四 

八 一 

日 日 日 

様 （
月
） 

四 

倉 

ユ
ニ
ッ
ト 

様 （
月
） 

薄 

磯 
ユ
ニ
ッ
ト 

様 （
月
） 
薄 

磯 

ユ
ニ
ッ
ト 

（九
一
歳
） 

（九
八
歳
） 

（九
八
歳
） 

誕
生
会 

誕
生
会 

誕
生
会 

大

内

 

ト
ヨ
子 

四 

関

野

 

誠

美 

四 

せ
ん
し
ょ
う
苑 

月 月 

二
八 

一 

日 日 

様 （日
） 

み
ま
や 

東
ユ
ニ
ッ
ト 

様 （月
） 

み
ま
や 

南
ユ
ニ
ッ
ト 

（九
一
歳
） 

（八
九
歳
） 

誕
生
会 

誕
生
会 

編
集
後
記 

『せ
ん
し
ょ
う
苑
・望 

洋 

荘
』 

便
り 

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
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 

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設 

せ
ん
し
ょ
う
苑 

電 

話 
 

（０
２
４
６
）３
８
‐
６
３
３
１ 

介
護
老
人
福
祉
施
設           

望 
 

洋 
 

荘 

電 

話 
 

（０
２
４
６
）５
５
‐
７
３
７
３ 

 

【
四
月
の
行
事
予
定 

】 

【
四
月
の
お
誕
生
会
予
定 

】 

【
四
月
の
行
事
予
定 

】 
「閏
月
」と
は
・・・ 

【
四
月
の
お
誕
生
会
予
定 

】 


