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先
日
、
広
島
県
に
あ
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
清
鈴
園
へ
研
修

と
し
て
訪
問
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
清
鈴
園
は
、
キ
リ
ス
ト

教
の
牧
師
さ
ん
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
作
ら
れ
た
施
設
で
す
が
、
そ
の

成
り
立
ち
は
戦
争
や
平
和
と
深
く
関
係
し
て
い
ま
す
。
そ
の
牧
師
さ
ん

た
ち
は
か
つ
て
戦
争
に
協
力
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し

て
責
任
を
取
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
責
任
を
果
た
す
た
め
に
は
ど
う
す

れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
一
九
六
七
年
「
戦
争
責
任
告
白
」
が

な
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
戦
争
責
任
告
白
へ
の
具
体
的
な
裏
付
け
の

た
め
に
、
被
爆
し
た
人
た
ち
が
入
れ
る
老
人
ホ
ー
ム
と
し
て
一
九
七
一

年
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。 

 

園
長
で
あ
る
猪
股
誠
司
氏
よ
り
貴
重
な
話
を
た
く
さ
ん
伺
う
こ
と

が
出
来
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
印
象
に
残
っ
て
い
る
一
つ
が
、
清
鈴
園

の
創
設
当
初
よ
り
行
っ
て
い
る
被
爆
体
験
の
継
承
事
業
に
つ
い
て
で

す
。
入
所
し
て
い
る
お
年
寄
り
か
ら
子
供
た
ち
へ
被
爆
体
験
を
語
り
継

ぐ
「
八
・
六
集
会
」
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
私
が
小
学

生
の
頃
、
平
和
学
習
で
同
じ
よ
う
に
語
り
部
さ
ん
よ
り
話
を
聞
い
た
こ

と
が
思
い
出
さ
れ
ま
し
た
。
勿
論
、
当
時
は
当
時
な
り
に
感
じ
る
こ
と

が
あ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
大
人
に
な
っ
た
今
改
め
て
学
ぶ
必
要
が
あ
る

の
で
は
と
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
ば
か
り
に

な
っ
て
い
く
中
で
、
戦
争
に
よ
り
多
く
の
命
が
犠
牲
に
さ
れ
て
き
た
事

実
、
ま
た
平
和
で
あ
る
こ
と
の
尊
さ
を
伝
え
て
い
く
こ
と
は
、
大
き
な

課
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
清
鈴
園
は
成
り
立
ち
こ
そ
戦
争
へ
の
責
任

を
取
る
と
い
っ
た
も
の
で
し
た
が
、
私
が
実
際
そ
の
場
で
見
聞
き
し
、

強
く
感
じ
た
の
は
、
こ
の
清
鈴
園
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
が
戦
争
や
平

和
に
つ
い
て
後
世
に
伝
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
し

た
。「
い
ま
の
老
人
理
解
を
す
る
た
め
に
は
、
戦
争
の
歴
史
に
触
れ
ず
に

は
お
れ
な
い
」
と
い
う
猪
股
氏
の
言
葉
に
対
し
、
高
齢
者
福
祉
に
携
わ

る
者
と
し
て
も
残
さ
れ
た
世
代
と
し
て
も
、
戦
争
・
平
和
に
つ
い
て
考

え
る
、
歴
史
を
知
る
と
い
う
こ
と
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
と
感
じ
ま
し

た
。 

 

 

二
つ
に
、
福
祉
と
は
何
た
る
か
で
す
。
地
域
福
祉
の
方
法
に
つ
い

て
、「
課
題
を
み
ん
な
の
も
の
に
す
る
」「
流
行
と
し
て
事
業
を
始
め

ず
、
住
民
の
声
を
聴
き
、
関
係
者
に
投
げ
か
け
て
い
く
こ
と
」
と
述

べ
ら
れ
ま
し
た
。
福
祉
は
本
来
、
地
域
の
実
状
に
即
し
柔
軟
に
対
応

で
き
る
も
の
で
あ
る
べ
き
で
す
。
市
場
原
理
に
乗
っ
取
っ
た
今
の

介
護
保
険
制
度
に
対
し
て
、
疑
問
を
持
つ
、
批
判
の
声
を
あ
げ
る
な

ど
、
福
祉
が
本
来
の
あ
る
べ
き
姿
と
な
る
よ
う
現
場
か
ら
発
信
す

る
努
力
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
現
場
で
の
学
び
と

し
て
、
礼
儀
や
利
用
者
本
位
の
実
践
が
な
さ
れ
て
い
る
か
、
お
年
寄

り
は
や
む
を
得
ず
世
話
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
そ
う
い
っ
た

理
解
の
も
と
に
ケ
ア
が
な
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
問
わ
れ
、
今
一
度

自
分
の
ケ
ア
を
振
り
返
る
機
会
に
も
な
り
ま
し
た
。 

 

猪
股
氏
は
「
歴
史
の
こ
と
を
知
る
と
過
去
か
ら
勇
気
づ
け
ら
れ

る
」
と
い
う
言
葉
を
書
籍
「
誰
も
が
幸
せ
な
高
齢
社
会
を
求
め
て
」

の
中
で
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
前
は
お
年
寄
り
に
対
し
て
は
安
静

介
護
が
当
然
と
さ
れ
て
い
た
り
、
地
域
の
中
で
は
働
く
人
が
偏
見

や
理
解
の
不
足
に
よ
り
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
て
い
た
時
代
が
あ

っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
。
今
で
こ
そ
当
た
り
前
に
言
わ
れ
る
リ
ハ

ビ
リ
や
地
域
福
祉
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
時
代
に
奮
闘
し
て
き
た

方
々
が
い
て
今
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
日
々

の
学
び
を
大
切
に
し
、
目
の
前
の
課
題
に
ど
う
取
り
組
む
か
考
え

る
努
力
を
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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かねてより食べたいと要望の多かったお寿司を食

べに行きました。 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ある日の夕食後の事です。 

ＭさんとＳさんがコタツにあたりながら、何やら楽

しそうに話をしておられました。あまりにいい表情

で話をしておられたため、私は少し離れた所から、

聞き耳をたててみることとしました。すると「あん

たは足も達者だし、手も器用だし、明るくて元気だ

し、一緒にいると元気になれるわ」「私は元気だけが

取り柄だよ。おばあちゃんにわけてあげーよ」など

話をされ「だんだん だんだん」と抱き合っておら

れました。 
 そんなやりとりを聞いていた私もなんだかほっこ

りと心が温まるような、そんな瞬間でした。  
お互いを認め合い、励まし、共同生活の良いところ

が垣間見えた場面でした。 

 暖かい春の陽気に誘われ外に出かけることも

増え、いきいきと過ごされている皆さんです。 
桜のつぼみも日に日に大きくなってきており、

「桜が咲いたら弁当持って花見しないとね。」

と、今から待ち遠しい様子です。今までは寒い

日も多く中々外へ出掛ける機会を作ることがで

きませんでしたが、これからは外出する機会を

多く設け、新緑の木々であったり、桜をはじめ

様々な花を見たり、穏やかな日差しを身体いっ

ぱいに浴びたりと、【春ならでは】を一緒に感じ

ていきたいと思います。 

皆さんで昼食作り。この日は焼きそばです。 


