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「母
は
１
分
前
の
こ
と
も
忘
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
」
。
富
士
市
の

介
護
事
業
所

「
２
人
３
脚
」
を
訪

れ
た
同
市
石
坂
の
名
倉
政
子
さ
ん

（６４
）
は
、
折
り
紙
に
没
頭
す
る
母

勝
代
さ
ん
（９．
）
を
見
詰
め
た
。

「
え
？
」
。
違
和
感
を
覚
え
た

の
は
、
同
居
を
始
め
て
２
年
ほ
ど

た
っ
た
２
０
０
３
年
ご
ろ
。
ス
ー

パ
ト
に
行
く
と
、
勝
代
さ
ん
が
リ

ン
ゴ
や
シ
ャ
ケ
ば
か
り
を
か
ご
に

入
れ
た
。
「あ
の
時
は
も
う
症
状

が
出
始
め
て
い
た
の
か
も
。
知
識

が
あ
れ
ば
、
も

っ
と
早
く
ど
こ
か

に
相
談
し
て
い
た
の
に
」
―
。
政

子
さ
ん
が
感
じ
た
異
変
は
、
進
行

す
る
認
知
症

の
シ
グ
ナ
ル
だ

っ

た
。

浸
透
し
な

い
理
解

高
齢
化
の
進
展
と
比
例
す
る
よ

う
に
認
知
症
患
者
の
増
加
が
続

く
。
と
こ
ろ
が
、
認
知
症
自
体
へ

迎え に訪 れた政子 さん (右)に、折 り鶴を見せる勝代 さん

(中央 )。 石田ホーム長を交えて談笑 した

=富士市の「 2人 3脚」

の
理
解
は
浸
透
し
て
い
な
い
。
「ま

だ
ま
だ

『
病
気
で
は
な
い
』
と
と

ら
え
ら
れ
、
治
療
が
遅
れ
て
い
る

の
が
現
状
」
。
認
知
症
の
療
養
病

棟
で
働
い
た
経
験
を
生
か
し
て

「
２
人
３
脚
」
を
設
立
し
た
看
護

師
の
石
田
友
子
ホ
ー
ム
長
は
（
そ

う
指
摘
す
る
。

２
人
３
脚
を
利
用
す
る
同
市
の

小
島
民
夫
さ
ん
（７４
）＝
仮
名
＝
は

不
眠
と
う
つ
状
態
に
悩
ま
さ
れ
、

０８
年
秋
か
ら
心
療
内
科
に
通
い
始

め
た
。

０９
年
に
は

「死
に
た
い
」

と
言
っ
て
家
の
前
の
道
路
に
飛
び

出
し
た
り
、
深
夜
に
線
路
や
海
岸

沿
い
を
さ
ま
よ

っ
た
り
し
た
。
近

く
に
住
む
長
女
（４８
）
は

「母
と
必

死
に
止
め
た
り
、
捜
し
回
っ
た
り

し
た
。
誰
に
も
助
け
て
も
ら
え
ず

一瑚つ
ら
か
っ
た
」
と
振
り
返
る
。

か
か
り
つ
け
医
を
別
の
病
院
に

替
え
た
矢
先
の
同
年
夏
。
小
島
さ

ん
は
初
め
て
「
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
」

の
診
断
を
受
け
た
。
時
計
の
針
が

読
め
な
い
。
自
分
の
名
前
さ
え
書

け
な
く
な
つ
て
い
た
。

「治
療
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
通

っ
て
脳
を
刺
激
す
れ
ば
、
症
状
の

進
行
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。症
状
が
悪
化
し
て
か
ら
で
は
、

利
用
で
き
る
施
設
の
選
択
肢
は
狭

ま
る
」
。
石
田
ホ
ー
ム
長
は
そ
う

説
明
し
、
早
期
発
見

・
治
療
の
必

要
性
を
強
調
す
る
。心
療
内
科
「広

小
路
ク
リ
ニ
ッ
ク
｝

（
三
島
市
）

の
木
野
紀
院
長
は

「
認
知
症
の
初

期
に
う
つ
状
態
を
伴
う
ケ
ー
ス
も

あ
る
。
う
つ
と
の
区
別
は
難
し
い
」

と
話
し
、

「専
門
医
」
と

「か
か

り
つ
け
医
」
の
連
携
強
化
を
訴
え

る
。

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成

症
状
を
い
ち
早
く
か
か
り
つ
け

医
に
発
見
し
て
も
ら
う
た
め
、
県

が
進
め
て
い
る

「
認
知
症
対
応
力

向
上
研
修
」
の
修
了
者
は
、

０９
年

度
末
で
約
５
３
０
人
に
達
し
た
。

国
は
、
認
知
症
を
学
び
地
域
で
患

者
や
家
族
を
見
守
る

「認
知
症
サ

ポ
ー
タ
ー
」
の
養
成
を
続
け
る
。

県
内
の
登
録
者
数
は
４
万
４
０
２

７
人

（同
年
１２
月
末
）
に
上
る
。

介
護
保
険
制
度
が
始
ま

っ
て
グ

ル
ー
プ
ホ
ー
ム
な
ど
、
認
知
症
を

患
う
高
齢
者
を
受
け
入
れ
る
施
設

の
整
備
は
進
ん
だ
。
「
２
人
３
脚
」

の
よ
う
に
２４
時
間
を
通
し
て
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

「小
規
模

多
機
能
型
居
宅
介
護
支
援
事
業

所
」
も
増
え
て
い
る
。

「
ち
ょ
っ

と
お
か
し
い
」
と
い
う
異
変
を
感

じ
取
り
、
い
か
に
早
く
認
知
症
に

気
付
く
か
。
高
齢
者
に
注
が
れ
る

地
域
の
温
か
い
ま
な
ざ
し
を
育
て

る
取
り
組
み
が
今
、
欠
か
せ
な
く

な

っ
て
い
る
。

異
変
逃
さ
ず
治
療

早
期
に

〈
メ
モ
〉
認
知
症
は
、
脳
疾
患
な
ど
で
知
的
能
力
が
低
下

し
た
状
態
を
い
う
。
根
本
的
な
治
療
法
は
確
立
さ
れ
て
い
な

い
。
約
４０
％
を
占
め
る
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
は
、
老
化
に
伴

っ
て
現
れ
る
タ
ン
パ
ク
質
の

一
種

「
ベ
ー
タ
ア
ミ
ロ
イ
ド
」

が
脳
内
に
蓄
積
し
て
１５
～
２０
年
で
発
症
す
る
と
さ
れ
、
加
齢

と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
県
の
推
計
に
よ
る
と
、

０９
年
の

県
内
の
認
知
症
高
齢
者
は
７
万
２
千
人
。
要
支
援
、
要
介
護

認
定
者
の
５９

ｏ
９
％
、
全
高
齢
者
の
８

・
３
％
に
相
当
す
る
。


