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木幡智恵美 
義母の病気（5）

　
夫
と
交
代
で
病
院
に
通
う
日
々
、
面
会
の
時
間
じ
ゅ
う
眠
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
ベ
ッ
ド
横
に
据
え

ら
れ
た
ポ
ー
タ
ブ
ル
ト
イ
レ
に
座
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
病
室
に
近
づ
く
と
、
「
か
ん
ご
ふ
さ
ー
ん
」
の

声
が
聞
こ
え
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ブ
ザ
ー
を
押
す
よ
う
に
言
わ
れ
て
も
、
結
局
壁
を
叩
い
た
り
、
声
を
あ
げ

た
り
す
る
ら
し
い
。
「
背
中
が
痛
い
」
と
言
わ
れ
た
日
の
こ
と
。
し
ば
ら
く
背
中
を
撫
で
た
後
、
布
団
を
掛

け
な
お
そ
う
と
し
た
ら
脚
が
見
え
た
。
「
腫
れ
が
引
き
ま
し
た
ね
」
と
言
う
と
、
「
智
恵
美
さ
ん
の
脚
み
た

い
に
な
っ
た
わ
」
と
笑
顔
を
見
せ
る
。
熱
い
も
の
が
こ
み
上
げ
、
つ
い
目
頭
を
押
さ
え
て
し
ま
っ
た
。 

土
日
を
除
い
て
の
放
射
線
治
療
（
二
十
五
日
間
）
が
始
ま
り
、
リ
ハ
ビ
リ
で
は
立
っ
た
り
座
っ
た
り
の

練
習
を
し
て
い
る
と
の
こ
と
。 

　
術
後
二
週
間
ほ
ど
経
っ
た
日
、
以
前
ケ
ア
マ
ネ
さ
ん
に
頼
ん
で
い
た
介
護
認
定
の
た
め
の
調
査
員
が
病
室

に
来
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
夫
か
ら
、
「
俺
じ
ゃ
分
か
ら
ん
け
ん
、
あ
ん
た
が
対
応
し
て
」
と
言
わ
れ
、

立
ち
会
う
こ
と
に
。
約
束
の
午
後
二
時
前
に
病
室
に
入
る
と
、
昼
食
に
手
を
付
け
た
様
子
は
な
く
、
マ
ス
ク

姿
で
近
寄
る
と
、
「
お
茶
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
る
。
マ
ス
ク
を
外
す
と
、
「
智
恵
美
さ
ん
か
、
ど
こ
行
っ

ち
ょ
っ
た
か
ね
」
よ
う
や
く
私
だ
と
気
づ
い
た
よ
う
だ
。
お
茶
を
入
れ
、
昼
食
を
促
す
が
、
箸
を
つ
け
よ
う

と
し
な
い
。
持
っ
て
き
た
好
物
の
ス
イ
カ
を
出
す
と
、
「
夢
に
ぼ
た
も
ち
」
と
、
ぺ
ろ
り
と
平
ら
げ
た
。 

　
調
査
員
さ
ん
が
病
室
に
来
ら
れ
た
の
で
、
傍
に
い
て
、
私
に
確
認
さ
れ
る
時
は
頷
い
た
り
、
首
を
振
っ
た

り
。
驚
い
た
の
は
、
「
こ
こ
は
ど
こ
で
す
か
」
の
質
問
に
、
「
施
設
」
と
い
う
言
葉
が
出
た
こ
と
だ
っ
た
。

近
所
の
人
の
姿
が
見
え
な
く
な
っ
た
り
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
の
人
が
来
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
し
た
時
、
「
ど
う

も
施
設
に
入
ら
れ
た
ら
し
い
よ
」
「
病
院
か
ら
そ
の
ま
ま
施
設
に
行
か
れ
た
の
か
な
あ
」
な
ど
の
話
題
に
は

出
て
い
た
。
そ
ん
な
時
、
頭
の
中
で
は
自
分
も
い
ず
れ
は
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の

後
、
看
護
師
の
姿
を
見
て
、
「
あ
、
病
院
か
」
と
言
い
直
し
た
。 

　
担
当
看
護
師
と
の
面
談
に
も
立
ち
会
っ
た
。
昼
夜
逆
転
、
壁
ド
ン
ド
ン
、
時
々
、
「
智
恵
美
さ
ん
」
と
呼

ぶ
こ
と
、
食
事
、
着
替
え
、
ト
イ
レ
の
様
子
は
家
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
状
況
だ
。 

　
そ
の
後
、
夫
と
一
緒
に
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
さ
ん
と
話
し
た
。
放
射
線
治
療
後
は
、
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
な
ど
の
施
設
へ
と
い
う
方
向
に
な
り
、
空
き
を
探
す
と
の
こ
と
。
話
は
進
ん
で
い
く
が
、
心
が
追
い
付

か
な
い
。 
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田
市
内
に
入
る
と
、
「
外
浦
・
日
本
遺
産
」
と
い
う
大

き
な
道
路
表
示
が
目
に
付
い
た
。 

　
日
本
遺
産
と
い
う
の
は
六
年
前
に
文
化
庁
が
打
ち
出
し
た
も

の
で
、
国
連
の
世
界
遺
産
に
倣
っ
た
日
本
版
の
文
化
財
に
よ
る

町
づ
く
り
推
進
事
業
だ
。
奥
出
雲
に
い
た
と
き
、
知
人
の
文
化

財
担
当
者
が
「
た
た
ら
」
を
テ
ー
マ
に
日
本
遺
産
登
録
を
目
指

し
て
奔
走
し
て
い
た
。
会
え
ば
互
い
に
か
ら
か
わ
ね
ば
気
の
済

ま
ぬ
間
柄
だ
っ
た
が
、
登
録
が
決
ま
っ
て
喜
ん
で
い
る
の
を
見

た
と
き
は
、
さ
す
が
に
茶
化
せ
な
か
っ
た
。 

　
外
浦
は
、
「
荒
波
を
越
え
た
男
た
ち
の
夢
が
紡
い
だ
異
空

間
〜
北
前
船
寄
港
地
・
船
主
集
落
〜
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
選
定

さ
れ
て
お
り
、
北
海
道
か
ら
島
根
ま
で
の
日
本
海
沿
い
全
県
に

広
島
、
岡
山
と
か
な
り
の
広
域
に
わ
た
っ
た
選
定
箇
所
の
一
つ

で
あ
る
。
西
廻
り
北
前
船
の
風
待
港
、
ま
た
瀬
戸
内
方
面
へ
の

中
継
地
点
と
し
て
栄
え
た
、
江
戸
時
代
そ
の
ま
ま
の
湾
の
風
景

が
残
る
貴
重
な
入
り
江
だ
。 

　
た
だ
し
、
こ
ん
な
こ
と
は
、
後
に
な
っ
て
調
べ
て
初
め
て

知
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
Ｎ
君
と
車
か
ら
表
示
を
見
た
時
点
で
は

何
一
つ
知
ら
ず
、
「
何
だ
そ
れ
」
と
心
に
浮
か
べ
た
が
せ
い
ぜ

い
で
、
車
中
の
話
題
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
実
は
、
浜
田
は
三

十
数
年
前
に
三
年
間
ほ
ど
勤
務
も
生
活
も
し
た
場
な
の
で
あ
る

が
、
恥
ず
か
し
い
か
な
外
浦
に
つ
い
て
は
一
度
も
耳
に
も
目
に

も
し
て
い
な
い
。 

　
今
回
の
旅
の
目
的
地
心
覚
院
に
た
ど
り
着
い
て
み
れ
ば
、
何

の
こ
と
は
な
い
無
知
ゆ
え
に
無
視
し
た
外
浦
の
ど
真
ん
中
だ
っ

た
。
浜
田
藩
縁
浄
土
宗
の
古
刹
で
、
ご
本
尊
阿
弥
陀
如
来
立
像

は
、
海
中
出
現
の
伝
承
を
持
つ
石
見
地
方
唯
一
の
国
指
定
重
要

文
化
財
な
の
だ
っ
た
。
快
慶
に
連
な
る
慶
派
鎌
倉
中
期
の
制

作
。
拝
み
に
訪
れ
る
人
が
少
な
く
な
い
と
い
う
。 

　
応
対
し
て
く
だ
さ
っ
た
ご
住
職
に
、
四
十
二
年
前
に
受
け
た

恩
義
を
語
る
と
、
そ
れ
は
先
代
住
職
に
間
違
い
な
い
と
い
う
。

今
は
高
齢
の
上
に
お
連
れ
合
い
を
な
く
さ
れ
、
体
調
を
崩
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
あ
の
時
ぼ
く
ら
を
驚
か
せ
た
Ｓ

子
ち
ゃ
ん
は
今
も
時
々
寺
を
訪
れ
る
の
だ
と
い
う
。 

「
元
気
な
女
性
で
ね
。
」 

　
そ
う
言
っ
て
笑
う
住
職
を
見
て
、
「
あ
の
ま
ん
ま
大
き
く

な
っ
た
ん
だ
」
と
ぼ
く
ら
も
笑
い
な
が
ら
顔
を
見
合
わ
せ
た
。 

　
住
職
に
ね
だ
っ
て
、
泊
め
て
も
ら
っ
た
観
音
堂
に
入
ら
せ
て

も
ら
う
。
三
十
三
年
ご
と
に
公
開
す
る
秘
仏
を
、 

「
し
ょ
う
が
な
い
な
あ
。
」 

と
苦
笑
い
し
な
が
ら
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
大
変
な
イ
ケ
メ
ン
の

観
音
様
だ
っ
た
。
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
、
と
合
掌
す
る
。 

　
な
ぜ
あ
の
時
、
こ
の
寺
に
来
た
の
か
、
記
憶
を
た
ど
る
限
り

は
、
や
っ
ぱ
り
謎
の
ま
ま
だ
。
で
も
、
お
そ
る
お
そ
る
な
の
だ

け
れ
ど
、
阿
弥
陀
さ
ん
に
導
か
れ
た
の
だ
、
と
思
っ
て
み
る
。

そ
う
す
る
と
、
何
だ
か
と
て
も
い
い
感
じ
に
収
ま
る
の
だ
。
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代
フ
リ
ー
タ
ー
　
や
あ
、
ジ
イ
さ
ん
。
　

30バ
イ
デ
ン
は
中
国
に
対
抗
し
て
開
い
た
「
民

主
主
義
サ
ミ
ッ
ト
」
で
「
ア
メ
リ
カ
の
民
主

主
義
は
苦
闘
の
さ
な
か
に
あ
る
」
と
演
説
し

た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
（ 

月 

日
朝
日
新

12

11

聞
朝
刊
）
。 

年
金
生
活
者
　
「
苦
闘
」
の
最
大
の
相
手

は
、
大
統
領
選
の
結
果
を
い
ま
だ
認
め
な
い

ト
ラ
ン
プ
を
先
頭
に
し
た
国
内
の
一
大
勢
力

だ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
、
そ
こ
に
露
呈
さ
れ

た
民
主
主
義
の
限
界
と
言
っ
た
ほ
う
が
い
い

か
も
し
れ
な
い
。 

民
主
主
義
は
多
数
が
少
数
を
支
配
す
る
シ

ス
テ
ム
だ
。
そ
の
根
幹
を
な
す
多
数
決
原
理

は
、
多
数
の
意
思
を
全
体
の
意
思
と
み
な

し
、
少
数
の
意
思
を
抑
圧
す
る
。
そ
う
し
た

民
主
主
義
の
限
界
は
少
な
く
と
も
富
の
稀
少

性
が
消
滅
す
る
ま
で
な
く
な
る
こ
と
は
な

い
。 

　
民
主
主
義
が
制
度
と
し
て
機
能
す
る
に
は

そ
の
「
限
界
」
を
国
民
が
容
認
す
る
こ
と
が

必
須
と
な
る
。
大
統
領
選
で
「
少
数
者
」
と

な
っ
た
ト
ラ
ン
プ
と
そ
の
支
持
者
ら
は
そ
れ

を
拒
否
し
た
。
「
選
挙
に
不
正
が
あ
っ
た
」

と
い
う
根
拠
の
な
い
理
由
か
ら
だ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
大
勢
の
国
民
が
そ
れ
を
支
持

し
た
。 

　
中
国
は
そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
民
主
主
義

の
「
不
都
合
な
現
実
」
を
見
透
か
し
て
い
る

か
ら
、
自
分
た
ち
の
民
主
主
義
が
ア
メ
リ
カ

の
そ
れ
よ
り
優
れ
て
い
る
と
ま
で
言
う
。

「
民
主
主
義
サ
ミ
ッ
ト
」
と
同
時
期
に
中
国

で
共
産
党
と
政
府
が
主
催
し
て
開
い
た
民
主

主
義
を
め
ぐ
る
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
、
中
国

側
の
出
席
者
は
「
米
国
式
の
民
主
主
義
は
す

で
に
問
題
解
決
の
能
力
を
失
い
、
空
っ
ぽ
の

殻
に
成
り
は
て
た
」
と
語
っ
て
い
る
（ 

月
12

 
日
朝
日
新
聞
朝
刊
）
。 
10

 
代
　
中
国
政
府
は
「
中
国
式
民
主
主
義
を

30創
造
し
た
」
と
ア
ピ
ー
ル
す
る
白
書
を
発
表

し
た
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
（ 

月
４
日
産
経

12

新
聞
Ｗ
Ｅ
Ｂ
版
）
。 

年
金
　
「
民
主
主
義
」
に
は
反
対
で
き
な
い

か
ら
無
理
や
り
強
弁
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
本
気
で
自
国
が
「
民
主
主
義
」
だ
と
考

え
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。
政
治
的
自
由
を

制
限
す
る
一
方
で
、
経
済
的
自
由
は
相
当
程

度
ま
で
容
認
し
て
い
る
の
が
彼
ら
の
「
社
会

主
義
市
場
経
済
」
だ
か
ら
だ
。 

　
そ
の
体
制
の
も
と
で
中
国
国
民
は
、
建
国

当
時
お
よ
び
そ
れ
か
ら
の
数
十
年
間
に
く
ら

べ
て
は
る
か
に
広
が
っ
た
経
済
的
自
由
を
享

受
し
て
い
る
。
改
革
開
放
の
名
の
も
と
に
、

世
界
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
に
乗
っ
て

発
展
し
た
市
場
経
済
が
国
民
の
稼
ぐ
自
由
と

消
費
す
る
自
由
を
広
げ
た
。
そ
れ
は
政
治
的

な
不
自
由
を
埋
め
合
わ
せ
る
役
割
を
果
た
し

て
お
り
、
そ
の
ぶ
ん
国
民
に
支
持
さ
れ
て
い

る
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
ソ
連
に
は
で
き

な
か
っ
た
こ
と
だ
。 

 

代
　
バ
イ
デ
ン
米
政
権
は
、
中
国
政
府
に

30よ
る
ウ
イ
グ
ル
族
へ
の
人
権
侵
害
な
ど
に
抗

議
し
て
、
北
京
冬
季
五
輪
に
政
府
当
局
者
を

派
遣
し
な
い
「
外
交
ボ
イ
コ
ッ
ト
」
を
表
明

し
た
（
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
、 

月
８

12

日
）
。 

年
金
　
昔
な
ら
「
内
政
干
渉
」
に
当
た
る
よ

う
な
こ
う
し
た
「
人
権
外
交
」
が
当
た
り
前

に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
経
済
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

　
資
本
主
義
の
高
度
化
は
国
家
の
権
力
の
一

部
を
個
人
、
企
業
（
市
場
）
、
そ
し
て
国
連

な
ど
国
家
間
シ
ス
テ
ム
に
分
散
さ
せ
た
。
消

費
の
過
剰
化
が
個
人
へ
の
、
産
業
の
ソ
フ
ト

化
が
企
業
（
市
場
）
へ
の
、
そ
し
て
資
本
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
国
家
間
シ
ス
テ
ム
へ
の
権

力
の
分
散
を
駆
動
し
た
。
人
権
外
交
を
可
能

に
し
た
の
は
こ
の
う
ち
国
家
間
シ
ス
テ
ム
へ

の
権
力
の
分
散
だ
。 

　
こ
の
シ
ス
テ
ム
に
は
国
際
機
関
ば
か
り
で

な
く
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
も
含
ま
れ
、
Ｉ
Ｏ
Ｃ
も

そ
の
ひ
と
つ
だ
。
森
喜
朗
が
女
性
蔑
視
発
言

で
五
輪
組
織
委
の
会
長
を
辞
任
し
た
の
も
、

国
家
間
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
Ｉ
Ｏ
Ｃ
の
権
力

が
事
実
上
の
解
任
を
言
い
渡
し
た
か
ら
だ
。

問
題
が
日
本
国
内
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
た

ら
、
あ
り
得
な
い
事
態
だ
っ
た
。 

 

代
　
ソ
連
と
違
っ
て
人
権
の
抑
圧
が
必
ず

30し
も
貧
困
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
中
国
に
各

国
は
手
こ
ず
っ
て
い
る
。 

年
金
　
先
進
諸
国
は
中
国
へ
の
対
抗
上
い
っ

そ
う
自
国
の
人
権
の
尊
重
に
傾
か
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
。
今
世
紀
に
入
っ
て
ジ
ェ
ン
ダ
ー

フ
リ
ー
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
の
尊
重
が
進
展

し
た
要
因
の
ひ
と
つ
が
そ
こ
に
あ
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
前
世
紀
に
お
い
て
ソ
連
が
統
制
経
済
の
超

大
国
と
し
て
ア
メ
リ
カ
と
覇
を
競
い
合
っ
た

こ
と
が
、
冷
戦
末
期
に
先
進
諸
国
を
市
場
原

理
優
先
の
新
自
由
主
義
に
走
ら
せ
た
の
と
そ

れ
は
似
て
い
る
。
歴
史
は
前
に
進
む
た
め

に
、
そ
れ
に
反
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

　
フ
ラ
ン
ス
革
命
は
王
政
を
倒
し
た
あ
と
、

王
政
に
戻
る
反
動
を
経
な
が
ら
進
行
し
た
。

歴
史
は
動
と
反
動
を
繰
り
返
し
な
が
ら
し
か

進
ま
な
い
、
あ
る
い
は
ジ
グ
ザ
グ
に
し
か
進

ま
な
い
。
と
い
う
よ
り
動
と
反
動
、
ジ
グ
ザ

グ
を
推
進
力
し
て
い
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
い

い
か
も
し
れ
な
い
。 

　
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
過
程
が
時
間
的
な
動
と

反
動
あ
る
い
は
ジ
グ
ザ
グ
だ
と
す
れ
ば
、
東

西
冷
戦
と
米
中
対
立
は
空
間
的
な
動
と
反
動

あ
る
い
は
ジ
グ
ザ
グ
と
言
え
る
。
こ
の
う
ち

東
西
冷
戦
の
ほ
う
は
東
側
の
完
敗
に
終
わ
っ

た
。
統
制
経
済
は
自
由
な
競
争
を
必
須
と
す

る
産
業
の
ソ
フ
ト
化
の
妨
げ
に
な
っ
た
か
ら

だ
。 

　
中
国
の
人
権
抑
圧
は
産
業
の
ソ
フ
ト
化
を

妨
げ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
続
い
て
進
展

し
た
デ
ジ
タ
ル
化
も
妨
げ
て
い
な
い
し
、
む

し
ろ
促
進
す
る
面
さ
え
有
し
て
い
る
。
政
治

の
独
裁
を
温
存
し
た
ま
ま
経
済
の
統
制
を
解

除
す
る
こ
と
に
中
国
は
全
力
を
あ
げ
た
か
ら

だ
。
だ
か
ら
、
米
中
対
立
が
東
西
冷
戦
の
よ

う
に
一
方
の
勝
利
で
終
わ
る
こ
と
は
今
の
段

階
で
は
想
定
し
が
た
い
。
た
だ
、
現
在
の
資

本
主
義
は
従
来
の
資
本
主
義
の
常
識
を
超
え

る
方
向
へ
変
容
し
つ
つ
あ
り
、
人
権
抑
圧
の

体
制
が
い
つ
ま
で
も
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
る
と

い
う
保
証
も
な
い
。
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