
武
器
は
更
に
巨
大
化
し
強
力

な
殺
傷
力
を
持
ち
、
軍
艦
、

戦
車
、
飛
行
機
も
参
加
し
戦

場
が
地
上
だ
け
で
な
く
な
る
。 

そ
し
て
今
、
武
器
は
核
兵

器
と
化
学
兵
器
に
ま
で
発
展
、

遂
に
シ
リ
ア
に
サ
リ
ン
爆
弾

が
落
と
さ
れ
て
、
子
ど
も
を

含
む
被
害
者
の
様
子
が
世
界

中
を
震
撼
さ
せ
る
ま
で
に
至

っ
た
。
十
二
分
に
文
明
の
恩

恵
に
浴
し
享
受
し
な
が
ら
も
、

米
国
の
シ
リ
ア
政
府
軍
基
地

へ
の
攻
撃
や
北
朝
鮮
近
海
に

空
母
派
遣
と
情
勢
が
緊
迫
し
、

日
本
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ

る
今
、
文
明
と
は
一
体
誰
の

何
の
為
の
も
の
か
と
思
っ
て

し
ま
う
。 

 
 

（
や
ぶ
に
ら
み
） 

  

一
口
に
文
明
文
化

と
い
う
が
、
文
明
と

文
化
の
違
い
は
、
文

化
は
哲
学
・
芸
術
・

宗
教
・
政
治
形
態
等

の
精
神
的
所
産
で
、 

文
明
は
機
械
的
や
技
術
的
所

産
を
指
す
の
だ
そ
う
だ
。 

我
々
の
先
祖
が
樹
上
生
活

か
ら
地
上
に
降
り
た
時
、
危
険

か
ら
身
を
守
る
た
め
に
石
や
こ

ん
棒
等
を
使
い
、
野
獣
の
怖
れ

る
火
を
使
う
技
術
を
身
に
付

け
た
。
こ
れ
こ
そ
が
文
明
の
夜

明
け
で
、
人
類
は
捉
え
た
獲
物

を
食
料
以
外
に
も
衣
服
や
敷

物
な
ど
利
用
し
、
骨
か
ら
は

色
々
な
道
具
を
作
っ
た
。
も
し

か
し
て
、
骨
や
歯
か
ら
作
ら
れ 

円
近
く
に
な
る
可
能
性
を
指

摘
。 築

地
は
７
年
、
計
７
３
４

億
円
で
改
修
で
き
、
維
持
管

理
費
も
豊
洲
よ
り
安
い
と

し
、
豊
洲
の
市
場
用
地
を
更

地
に
し
て
売
れ
ば
市
場
会
計

は
豊
洲
移
転
案
よ
り
改
善
す

る
と
し
た
。
都
は
１
９
９
０

年
代
に
４
百
億
か
け
て
進
め

な
が
ら
頓
挫
し
て
以
降
、
困

難
と
の
見
解
を
示
し
き
た

が
、
小
島
座
長
は
「
建
築
技

上
に
問
題
は
な
い
。
業
者
の

皆
さ
ん
が
本
当
に
築
地
で
商

売
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る

の
か
が
重
要
だ
」
と
会
場
に

問
い
か
け
た
。
数
百
人
が
詰

め
か
け
た
会
場
を
埋
め
た
の

は
主
に
仲
卸
の
人
達
で
、
豊 

豊
洲
移
転
か
築
地
改
修
か 

都
の
市
場
問
題
Ｐ
Ｔ
（
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
）
小
島

敏
郎
座
長
ら
に
よ
る
豊
洲
へ

の
移
転
と
築
地
改
修
の
両
案

の
説
明
会
が
あ
り
、
市
場
関

係
者
に
は
賛
否
両
論
が
渦
巻

い
た
。
「
築
地
に
残
る
流
れ

が
で
き
た
」
と
評
価
す
る
声

の
一
方
「
市
場
を
知
ら
な
い

人
が
描
い
た
絵
だ
」
と
の
反

発
も
あ
り
、
意
見
集
約
の
難

し
さ
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。

 

豊
洲
は
、
土
壌
汚
染
対
策

法
上
は
安
全
と
し
た
が
、
維

持
管
理
費
が
高
く
、
六
十
年

間
の
累
積
赤
字
が
１
・
５
兆 

第１４４号 平成２９年５月１日 

リハビリテーション 
デイサービス葵・編集委員会 
練馬区東大泉３－１７－５ 

カトウビル３Ｆ 
電話 ０３－３９７８－０９１９ 

◆
編
集
委
員
会
よ
り 

「
あ
お
い
通
信
」
は
、
皆

様
か
ら
の
原
稿
を
募
集
し

て
い
ま
す
。
係
員
・
飯
島

ま
で 

「
和
紙
」
は
世
界
中
の
文
化

財
の
修
復
に
も
使
わ
れ
る
一

方
、
「
千
年
以
上
」
と
も
言

わ
れ
る
優
れ
た
保
存
性
と
、

強
靱
で
柔
ら
か
な
特
性
を
期

待
し
て
、
日
本
画
用
紙
、
木

版
画
用
紙
等
々
、
独
特
の
用

途
を
確
立
し
つ
つ
あ
る
。
日

本
の
紙
幣
の
素
材
と
し
て
も 

 

雑
記
帳 

し
て
イ
ン
テ
リ
ア
向
け
の
需

要
が
高
ま
っ
た
り
、
卒
業
証

書
を
は
じ
め
、
様
々
な
習
い

事
の
お
免
状
用
紙
な
ど
に
も

試
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。 

「
和
紙
」
の
産
地
は
全
国

に
点
在
し
て
い
る
が
、
近
年

で
は
日
本
古
来
の
伝
統
的
な

製
法
に
よ
る
紙
は
、
原
料
生

産
を
含
め
生
産
者
の
減
少

（
小
規
模
な
家
内
工
業
的
施

設
が
殆
ど
の
た
め
）
に
よ
る

供
給
の
減
少
が
危
惧
さ
れ
て

い
る
。 

韓
国
に
も
楮
（
＊
）
の
皮

か
ら
作
る
伝
統
工
芸
用
漉
き

紙
が
あ
る
が
、
和
紙
と
は
漉

紙
技
術
な
ど
が
異
な
る
。 

 

（
＊
）
楮
（
コ
ウ
ゾ
）
と
は

ク
ワ
科
の
植
物
で
ヒ
マ
コ

ウ
ゾ
と
カ
ジ
ノ
キ
の
雑
種

で
あ
る
。
和
紙
の
原
料
と

し
て
使
用
し
、
外
皮
の
下

に
あ
る
柔
ら
か
な
内
皮
。 

い
る
が
、 

「
現
代
の
和
紙
」
（
和
紙
風

の
風
合
い
を
持
つ
紙
）
は
需

要
の
多
い
障
子
紙
や
半
紙
を

中
心
に
、
伝
統
的
で
な
い
原

料
を
使
っ
た
り
、
大
量
生
産

が
可
能
な
機
械
漉
き
の
紙
も

あ
る
。
し
か
し
、
目
視
だ
け

で
は
区
別
が
難
し
い
場
合
も

多
い
。 

伝
統
的
な
製
法
と
異
な
る

原
料
を
用
い
た
り
、
機
械
漉

き
の
紙
は
、
歴
史
的
に
耐
久

性
や
経
年
劣
化
に
対
す
る
検

証
が
不
十
分
で
あ
り
、
シ
ミ

の
発
生
や
繊
維
の
脆
化
な
ど

の
欠
点
を
持
つ
物
も
多
い
。 

そ
の
た
め
日
本
古
来
の
原

料
と
製
法
で
作
ら
れ
た
紙
と

い
う
意
味
で
の
「
和
紙
」
と

の
混
用
を
認
め
な
い
意
見
も

あ
る
。 

た
装
身
具
は
最
初
の
文
化
だ

っ
た
・
・
・
？ 

火
は
動
物
を
寄
せ
付
け

ず
、
暖
を
取
っ
た
り
調
理
し

た
り
、
衛
生
や
栄
養
面
も
良

く
な
っ
た
ろ
う
。
ま
た
農
耕

に
よ
っ
て
定
着
が
始
ま
る
と
、

更
に
人
口
は
増
え
た
が
、
よ

り
良
い
土
地
を
巡
り
争
い
が

起
る
と
、
獣
を
捕
る
道
具
や

火
は
武
器
と
な
っ
た
。 

争
い
の
度
に
武
器
は
効
率

の
良
い
も
の
が
工
夫
さ
れ
進

歩
し
た
。 

そ
の
後
、
争
い
は
種
族
か

ら
民
族
、
国
家
と
グ
ロ
ー
バ

ル
化
、
争
い
は
戦
争
に
発
展

し
た
。
近
代
の
産
業
革
命
や

ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
の
発
明
等
で
、 

 
葵
友
の
会 広

報
コ
ー
ナ
ー 

 

日
本
の
世
界
遺
産
め
ぐ
り  

そ
の
二
十
一 

和
紙 

（
文
化
遺
産
） 

   
（
文
化
遺
産
） 

  
 

 

      

、 
     

葵は「心と身体のリハビリ」で元気な「笑顔」を作ります 
 

世評・時評 

 

洲
移
転
を
求
め
る
声
は
出
ず
、

「
豊
洲
移
転
に
傾
い
た
最
近
の

流
れ
を
変
え
ら
れ
る
」
と
、

築
地
改
修
案
を
評
価
す
る
声

が
相
次
い
だ
。
だ
が
築
地
改

修
案
を
評
価
す
る
の
は
仲
卸

業
者
だ
け
で
、
水
産
卸
業
者

協
会
伊
藤
裕
康
会
長
は
噴
っ

た
。
「
市
場
を
知
ら
な
い
人

が
、
な
ん
で
偉
そ
う
こ
と
を

言
う
ん
だ
」
と
賛
否
両
論
。

 

ど
ち
ら
に
せ
よ
、
東
京
都

民
の
台
所
を
担
う
大
市
場
。

良
い
方
法
で
の
解
決
を
願
う
。

 
 
 
 
 

Ｋ
・
ド
ラ
ゴ
ン 

用
い
ら
れ
る
。
一
部
、
工
芸

品
の
材
料
・
家
具
の
部
材
・

紙
塩
な
ど
の
用
途
に
も
使
用

さ
れ
、
「
和
紙
」
と
呼
ば
れ

る
以
前
の
江
戸
時
代
に
は
日

本
中
で
大
量
に
生
産
さ
れ
、

建
具
の
他
に
着
物
や
寝
具
に

も
使
用
さ
れ
て
い
た
。
近
年

で
は
、
天
然
自
然
の
素
材
と 

葵
通
信
―100

号
記
念 

ド
ラ
ゴ
ン 

 

あおい 通信 第 144号 

和
紙 

和
紙
（
わ
し/

わ
が
み
）
は
、

日
本
古
来
の
紙
。
欧
米
か
ら

伝
わ
っ
た
洋
紙
（
西
洋
紙
）

に
対
し
て
日
本
製
の
紙
の
こ

と
を
さ
す
。
日
本
紙
と
同
義 

特
徴 

一
般
的
な
「
和
紙
」
の
特

長
は
「
洋
紙
に
比
べ
て
格
段

に
繊
維
が
長
い
た
め
、
薄
く

と
も
強
靭
で
寿
命
が
比
較
的

長
く
、
独
特
の
風
合
い
を
も

つ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
（
但

し
、
種
類
や
用
途
に
よ
っ
て
、

一
概
に
は
断
言
で
き
な
い
）

木
材
パ
ル
プ
原
料
か
ら
生
産

さ
れ
る
「
洋
紙
」
と
比
較
す

る
と
、
原
料
が
限
ら
れ
生
産

性
も
低
い
た
め
に
価
格
は
高

い
。 伝

統
的
な
漉
き
方
で
は
、

独
特
な
流
し
漉
き
技
術
を
用 

葵
通
信
―100

号
記
念 

ド
ラ
ゴ
ン 

 

夏
バ
テ
な
ら
ぬ
秋
バ
テ
に

注
意 

 

看
護
師
・
千
葉
え
り
子 

夏
バ
テ
な
ら
ぬ
秋
バ
テ
に

注
意 

師
・
千
葉
え
り
子 

４
月
の
報
告 

２
１
日
（金
） 

カ
ラ
オ
ケ
「
バ

ン
バ
ン
」
に
て
。
９
名
の

参
加
。
６
月
に
１
０
０
回

を
迎
え
ま
す
。
記
念
の
大

会
に
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。 

      

５
月
の
予
定 

１
８
日
（木
） 

池
袋
「
備
長
」

ひ
つ
ま
ぶ
し
を
食
べ
ま
す
。 

 

１
９
日
（金
） 

カ
ラ
オ
ケ
「
バ

ン
バ
ン
」
に
て
。 

 
 
 
 
 
 

《
事
務
局
》 

楮（コウゾ） 

紙漉きの道具 
簀（ス）と、桁（タケ） 



 

 

始
ま
り
、
観
桜
会
、
春
秋
の

ハ
イ
キ
ン
グ
、
そ
れ
に
「
市
」

の
主
催
す
る
市
民
祭
り
や
ス

ポ
ー
ツ
祭
り
に
も
参
加
し
て

会
員
相
互
の
親
睦
を
深
め
て

い
ま
す
。
又
夏
休
み
に
は
小

学
校
１
３
校
に
指
導
員
が
出

向
き
、
ラ
ジ
オ
体
操
の
指
導

を
実
施
し
、
地
域
住
民
の
健

康
維
持
、
増
進
の
為
の
支
援

を
行
っ
て
い
ま
す
。
文
理
大

体
操
会
は
平
成
２
７
年
９
月

に
創
立
３
０
周
年
記
念
式
典

を
催
し
ま
し
た
が
、
私
は
平

成
６
年
に
入
会
。
西
東
京
市

に
は
現
在
７
団
体
で
連
盟
を

結
成
、
毎
朝
各
会
場
で
行
っ

て
い
ま
す
。 

 

五
年
目
く
ら
い
に
な
る
と
個

人
差
が
大
き
く
、
自
立
の
生

活
が
な
に
か
と
む
ず
か
し
く
、

私
は
腰
曲
が
り
に
な
っ
て
し

ま
い
、
予
防
の
体
操
を
続
け

て
い
た
の
に
杖
や
歩
行
器
を

使
っ
て
動
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
り
ま
し
た
。 

私
は
診
断
さ
れ
て
十
七
年

に
な
り
ま
す
。
普
通
の
病
気

は
養
生
し
て
病
を
治
す
の
で

す
が
、
わ
た
し
の
病
は
常
に

体
を
動
か
し
て
い
な
い
と
、

病
気
が
進
ん
で
、
字
が
書
け

な
く
な
っ
た
り
、
箸
が
使
え

な
く
な
っ
た
り
、
転
ん
だ
り
、

自
分
で
着
替
え
が
で
き
な
く

な
っ
た
り
、
声
も
出
な
く
な

っ
た
り
と
、
生
活
が
だ
ん
だ

ん
つ
ら
く
な
り
ま
す
。
何
と

か
普
通
の
生
活
を
願
っ
て
葵

さ
ん
に
お
世
話
に
な
っ
て
い 

ま
す
。 

最
近
、
こ
ん
な
私
に
も
小

さ
な
喜
び
が
あ
り
ま
し
た
。

お
花
見
に
連
れ
て
行
っ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
桜
が
き
れ

い
で
し
た
。
そ
し
て
小
さ
な

外
国
の
お
嬢
ち
ゃ
ん
と
会
話

を
し
ま
し
た
。
く
る
ま
の
都

合
で
、
ポ
ツ
ン
と
一
人
で
ベ

ン
チ
に
座
っ
て
い
る
と
、
お

嬢
ち
ゃ
ん
が
寄
っ
て
き
ま
し

た
。
私
は
思
わ
ず
社
長
さ
ん

の
英
語
を
思
い
出
し
て
「
ホ

ワ
ッ
チ
ュ
ア
ネ
イ
ム
？
」「
ニ

ー
ナ
」「
ニ
ー
ナ
ち
ゃ
ん
な
の

ね
」
ニ
ー
ナ
ち
ゃ
ん
も
私
も

に
こ
に
こ
。
こ
ん
な
小
さ
な

喜
び
の
中
で
毎
日
が
過
ぎ
て

い
き
ま
す
。 

ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
、
通

所
さ
れ
る
皆
さ
ん
、
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。 

江
戸
城 

太
田
道
灌
の
築
い
た
江
戸

城
を
、
徳
川
家
康
が
築
き
直

し
た
巨
大
な
城
郭
。
空
前
絶

後
の
巨
大
天
守
を
建
て
、
各

所
に
配
置
さ
れ
た
櫓
や
門
も
、

将
軍
家
の
ふ
さ
わ
し
い
巨
大

さ
を
誇
っ
た
。 

そ
し
て
幕
府
の
政
治
機
構

の
中
枢
と
な
っ
た
絢
爛
豪
華

な
御
殿
が
建
ち
並
ぶ
本
丸
を

中
心
に
、
二
の
丸
、
西
の
丸
、

吹
上
げ
を
配
し
て
、
周
囲
に

堀
を
巡
ら
し
、
そ
の
外
側
に

総
構
（
そ
う
が
ま
え
）
を
も
た

せ
た
巨
大
な
城
と
な
っ
た
。 

都
営
地
下
鉄
大
手
町
駅
か

ら
徒
歩
２
分
、
城
の
形
態
は 

―
今
思
う
こ
と
― 

額
田
美
保 

心
身
共
に
健
康
で
、
い
つ

ま
で
も
元
気
で
豊
か
な
生
活

を
送
れ
る
か
、
昭
和
一
桁
生

ま
れ
の
私
に
は
「
ア
ン
チ
エ

イ
ジ
ン
グ
」
が
最
大
の
課
題

で
す
。
健
康
寿
命
を
少
し
で

も
伸
ば
す
為
に
ど
の
様
な
健

康
づ
く
り
を
心
が
け
た
ら
い

い
の
で
し
ょ
う
か
。
日
常
の

生
活
で
は
自
分
の
趣
味
を
見

つ
け
、
笑
門
来
福
で
大
い
に

笑
い
、
積
極
的
に
旅
行
や
外

出
を
し
て
、
出
来
る
だ
け
多

く
自
然
に
ふ
れ
合
い
、
大
勢

の
仲
間
と
交
流
を
深
め
て
、

よ
り
地
域
密
着
の
楽
し
い
暮

ら
し
を
し
た
い
も
の
で
す
。

 

先
ず
は
毎
日
の
日
課
と
し

て
早
朝
の
ラ
ジ
オ
体
操
会
に 

ラ
ジ
オ
体
操
の
お
す
す
め 

増
田
義
雄 

     

平
城
、築
城
、１
４
５
７
年(

長

禄
１
）、
１
６
０
６
年(

慶
長
１

１
）
文
化
財
区
分
、
重
要
文

化
財
（
門
３
棟
）
国
特
別
遺

跡
。
主
な
遺
構
。
曲
輪
、
櫓
、

門
、
石
垣
、
堀
な
ど
。 

「
石
橋
と
二
重
橋
」 

皇
居
の
入
口
に
は
、
手
前

の
石
橋
と
奥
の
鉄
橋
が
あ
る

が
、
こ
の
二
つ
を
二
重
橋
と

い
う
の
は
誤
り
で
、
二
重
橋

は
、
本
来
は
奥
の
鉄
橋
の
呼

称
で
あ
り
、
江
戸
時
代
、
そ

の
場
所
に
橋
桁
が
上
下
二
重

に
組
ん
で
あ
る
木
橋
が
か
け

れ
て
い
て
い
た
た
め
に
、「
二

重
橋
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。 

「
伏
見
櫓
」 

二
重
橋
の
奥
に
見
え
る
伏

見
櫓
は
、
西
の
丸
の
南
西
隅

に
あ
る
二
重
櫓
。
両
側
長
屋 

     

あ
お
い
俳
壇
・
歌
壇 

青
空
に 

飛
行
機
雲
が 

ま
だ
延
び
て 

五
分
咲
き
の 

桜
の
下
を 

散
歩
か
な 

一
羽
二
羽 

カ
モ
が
遊
べ
る 

白
子
川 

 相
田
美
代
子 

参
加
す
る
事
を
、
お
す
す
め

し
ま
す
。 

私
は
毎
朝
、
近
く
の
文
理

大
公
園
に
５
時
３
０
分
に
出

か
け
、
自
分
流
の
ス
ト
レ
ッ

チ
と
ウ
オ
ー
キ
ン
グ
を
約
４

０
分
位
行
い
、
６
時
１
０
分

か
ら
７
０
名
～
８
０
名
の
仲

間
と
準
備
体
操
と
し
て
、
ス

ト
レ
ッ
チ
及
び
中
国
体
操
を

行
い
、
６
時
３
０
分
か
ら
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
ラ
ジ
オ
体
操
第
⒈
、

お
よ
び
第
２
を
終
え
、
６
時

４
０
分
よ
り
整
理
体
操
と
し

て
シ
ャ
キ
シ
ャ
キ
体
操
お
よ

び
中
国
体
操
を
行
っ
て
い
ま

す
。
朝
の
新
鮮
な
空
気
を
胸

一
杯
吸
っ
て
、
身
体
に
活
力

を
与
え
る
体
操
は
生
活
維
持

の
源
と
な
っ
て
い
ま
す
。
な

お
ラ
ジ
オ
体
操
会
の
年
間
行

事
と
し
て
は
、
元
旦
の
東
伏

見
稲
荷
神
社
へ
の
参
拝
か
ら 

  

今
、
読
む
人
を
ぐ
ん
ぐ
ん

惹
き
つ
け
る
よ
う
な
魅
力
あ

る
事
を
書
け
な
い
も
の
だ
ろ

う
か
。
私
は
い
つ
も
そ
う
思

う
。
書
く
こ
と
が
好
き
と
い

う
だ
け
で
書
い
て
居
る
私
、

そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
と

思
う
と
自
信
が
な
く
な
っ
て

悩
ん
で
終
う
。 

で
も
、
好
き
な
こ
と
を
続

け
て
行
き
た
い
気
持
ち
を
断

ち
切
る
事
は
出
来
な
い
、
そ

れ
が
私
の
今
の
生
き
甲
斐
な

の
で
す
。
少
し
で
も
多
く
思

っ
た
事
を
一
生
懸
命
書
く
積

も
り
で
す
。 

私
の
生
き
て
来
た
道
で
一

番
大
き
な
事
は
戦
争
で
す
。

毎
日
の
よ
う
に
空
か
ら
爆
弾 

が
落
さ
れ
る
中
で
の
生
活
。 

現
在
で
は
想
像
だ
に
出
来
な

事
で
す
が
、
恐
怖
に
怯
え
な

が
ら
生
き
る
の
が
当
た
り
前

だ
っ
た
の
で
す
。 

食
料
も
生
活
物
資
も
何
も

無
か
っ
た
の
に
そ
れ
で
も
生

き
た
、
生
き
残
っ
た
。
今
に

し
て
思
え
ば
奇
跡
み
た
い
な

も
の
で
す
が
、
だ
か
ら
で
し

ょ
う
か
、
私
は
強
く
な
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

戦
争
中
は
愛
国
心
に
燃
え

国
の
為
に
死
ぬ
事
を
目
標
と

し
て
子
供
の
時
か
ら
戦
争
が

当
た
り
前
の
中
に
居
ま
し
た

か
ら
何
事
も
我
慢
の
毎
日
を

普
通
と
思
っ
て
居
た
の
で
す
。

そ
れ
が
考
え
て
も
見
な
い
平

和
の
世
に
生
き
さ
せ
て
戴
き
、

老
い
て
も
楽
に
暮
ら
せ
る
な

ん
て
思
っ
て
も
居
ま
せ
ん
で

し
た
。
平
和
な
世
の
中
こ
れ 

重
の
枡
形
を
形
成
し
て
外
敵

の
突
破
を
防
い
で
い
る
。
現

在
の
門
は
、
１
６
５
８
年（
万

治
１
）
に
再
建
さ
れ
た
も
の

で
国
の
重
要
文
化
財
。 

つ
づ
く 

ふ
わ
ふ
わ
亭
、
わ
び
助 

 

私
は
、
平
成
十
七
年
の
三

月
に
葵
さ
ん
に
入
れ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。 

私
は
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
と

い
う
病
気
に
六
十
二
歳
の
時
、

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
は
、
運

動
の
機
能
が
働
か
な
い
病
気

で
す
。
ほ
っ
て
お
く
と
体
が

動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
病

気
で
す
。
発
病
し
て
十
年
間

く
ら
い
は
、
現
代
の
医
学
の

発
達
の
お
か
げ
で
い
ろ
い
ろ

薬
や
手
術
の
方
法
も
あ
り
、

努
力
に
よ
っ
て
普
通
の
生
活

が
出
来
ま
す
が
そ
れ
も
、
処

方
さ
れ
た
薬
を
き
ち
ん
と
飲

み
、
リ
ハ
ビ
リ
も
き
ち
ん
と

し
て
、
で
の
こ
と
で
す
。
十 

よ
ろ
こ
び 

嶋
田
康
子 

程
す
ば
ら
し
い
事
は
有
り
ま

せ
ん
二
度
と
戦
争
は
駄
目
で

す
。
そ
れ
な
の
に
毎
日
の
ニ

ュ
ー
ス
は
今
戦
争
に
な
っ
て

も
可
笑
し
く
な
い
程
の
危
険

を
含
ん
で
居
る
の
で
す
。
私

に
は
そ
れ
が
一
番
心
配
で
す
。

戦
争
の
悲
惨
さ
は
筆
舌
に
て

表
せ
る
事
で
は
無
い
の
で
す
。 

戦
争
で
亡
く
な
っ
た
人
た

ち
は
テ
レ
ビ
も
洗
濯
機
も
何

も
知
り
ま
せ
ん
。 

造
の
多
聞
（
た
も
ん
）
櫓
が

あ
り
、
と
も
に
現
在
遺
構
で

あ
る
。
伏
見
城
の
櫓
を
解
体
・

移
築
し
た
と
の
こ
と
も
あ
る

が
、
確
証
は
な
い
。
別
名
「
月

見
櫓
」
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、

皇
居
で
最
も
美
し
い
櫓
と
い

わ
れ
て
い
る
。 

「
田
安
門
」 

千
鳥
ヶ
淵
を
右
に
見
な
が

ら
進
み
、
田
安
門
か
ら
北
の

丸
に
入
る
。
田
安
門
は
、
櫓

門
と
高
麗
門
か
ら
な
る
巨
大

な
枡
形
門
で
、
一
部
改
修
正

さ
れ
た
が
、
江
戸
時
代
の
現

在
遺
構
で
、
国
の
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。 

「
清
水
門
」 

北
の
丸
の
東
門
で
あ
る 

清
水
門
は
、
櫓
門
と
高
麗
門

で
形
成
さ
れ
た
枡
形
の
先
に

も
折
れ
曲
が
り
が
あ
り
、
二 

        

葵は「心と身体のリハビリ」で元気な「笑顔」を作ります 
 

十
月
に
キ
ッ
チ
ン
に
入
り

昼
食
調
理
の
仕
事
を
し
て
い

ま
す
。 

     

昨
年
四
月
ま
で
、
ス
ー
パ

ー
の
総
菜
部
に
十
四
年
間
勤

務
し
て
お
り
ま
し
た
。 

利
用
者
さ
ん
か
ら
、「
美

味
し
か
っ
た
」
と
の
声
を
頂

け
る
よ
う
に
、
今
ま
で
の
経

験
を
生
か
し
、
お
役
に
立
て

る
よ
う
頑
張
り
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。 

  

な
ん
で
も
落
語
講
座 

八 

つ
づ
き 

 
 
 

絹
田
治
夫 

自 

画 

像 

キ
ッ
チ
ン 

渕
戸
滝
子 

   

昨
年(

平
成
二
十
一
年)

十
二
月
の
誕
生
日
に
、
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
葵
で
バ
ー
ス

デ
イ
・
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し

て
さ
や
え
ん
ど
う
の
種
と

小
鉢
を
頂
き
ま
し
た
。 

丁
度
、
寒
い
時
期
で
し

た
の
で
、
今
年
二
月
の
末

頃
に
種
を
二
日
間
水
に
漬

け
て
か
ら
、
鉢
に
埋
め
ま

し
た
。
数
日
後
芽
が
出
た

か
な
と
覗
い
て
み
た
ら
、 

正門石橋と伏見櫓 

自 

画 

像 

自 

画 

像 

自 

画 

像 

自 

画 

像 

 


