
　

平
成
26
年
３
月
か
ら
「
小
規
模
多
機
能
セ
ン
タ
ー
き
き
ょ

う
」
の
春
菊
荘
本
館
へ
の
移
転
工
事
、
及
び
春
菊
荘
・
静

華
苑
の
外
壁
塗
装
工
事
を
行
い
同
年
６
月
20
日
に
工
事
が

完
了
し
ま
し
た
。

　
「
き
き
ょ
う
」
は
、
同
19
年
８
月
１
日
に

開
所
し
ま
し
た
が
、
建
物
は
当
時
20
年
以
上

前
か
ら
他
の
事
業
で
使
っ
て
き
た
も
の
を
リ

フ
ォ
ー
ム
し
た
の
で
、
老
朽
化
は
否
め
ず
、

こ
の
度
、
春
菊
荘
本
館
改
修
後
の
建
物
に
移

転
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

　

新
装
「
き
き
ょ
う
」
は
登
録
定
員
も
こ
れ

ま
で
の
18
名
か
ら
25
名
と
す
る
と
と
も
に
、

通
い
15
名
（
移
転
前
12
名
）・
泊
り
サ
ー
ビ

ス
９
名
（
同
４
名
）
各
定
員
に
増
や
し
、「
標

準
型
」
に
拡
充
し
ま
し
た
。
内
装
も
施
設
設

置
趣
旨
に
即
し
た
き
め
細
か
い
配
慮
を
さ
せ

て
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

開
所
当
初
か
ら
の
目
標
で
あ
る
「
24
時
間

地
域
を
支
え
る
こ
と
の
で
き
る
施
設
」
を
促

進
し
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
和
や
か
で
温
か

な
雰
囲
気
を
大
切
に
す
る
と
と
も
に
、
ご
利

用
者
が
こ
れ
ま
で
培
っ
て
こ
ら
れ
た
個
性
を
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時
間
が
ゆ
っ
く
り
過
ぎ
て
ゆ
く
生

活
の
中
で
、
過
去
の
出
来
事
を
思
い

出
し
て
見
る
と
、
今
ま
で
気
が
つ
か

な
か
っ
た
こ
と
、忘
れ
て
い
た
こ
と
、

楽
し
か
っ
た
こ
と
、
辛
か
っ
た
こ
と
、

悲
し
か
っ
た
こ
と
、
嬉
し
か
っ
た
こ

と
等
、
そ
の
背
景
と
共
に
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
。
文
才
が
あ
れ
ば
、
一

冊
の
本
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
は
敵
わ
な
い
。
や
り
き
れ
な

い
思
い
を
抱
え
て
本
棚
を
見
て
い
る

と
、
懐
か
し
い
本
が
並
ん
で
い
る
。

熟
読
し
た
本
に
は
、
線
引
き
や
書
込

み
が
多
く
、
当
時
の
思
考
が
蘇
る
。

中
に
は
拾
い
読
み
の
本
、
目
を
通
し

た
だ
け
の
も
の
も
あ
る
。
読
む
つ
も

り
で
買
っ
た
ん
だ
か
ら
読
ん
で
や
ら

な
い
と
か
わ
い
そ
う
な
気
が
す
る
。

今
か
ら
で
も
遅
く
な
い
。

　

次
は
メ
モ
カ
ー
ド
を
入
れ
た
箱
で

あ
る
。
取
り
出
し
て
見
る
と
、
自
分

だ
け
し
か
読
め
な
い
よ
う
な
字
に
は

驚
い
た
。
中
に
は
思
い
直
し
た
よ
う

に
、草
書
や
行
書
、楷
書
体
も
あ
る
。

そ
の
時
の
心
境
が
現
わ
れ
て
い
る
の

も
懐
か
し
い
。
こ
れ
か
ら
、
ど
こ
か

ら
何
が
出
て
く
る
か
、
楽
し
み
と
不

安
が
交
錯
し
て
い
る
昨
今
で
あ
る
。

「ききょう」が新居に移転＆
　　　　「春菊荘・静華苑」が化粧直し
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「標準型」
登録定員　18 名→25 名
通い定員　12 名→15 名
泊り定員　４名→９名

新
装の「ききょう」

尊
重
し
な
が
ら
主
体
的
に
生
活
し
て
頂
け
る

よ
う
努
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
き
き
ょ
う
」
の
工
事
に
合
わ
せ
て
、

併
・
隣
接
の
春
菊
荘
・
静
華
苑
の
外
壁
の
塗

装
も
法
人
内
見
付
山
関
連
施
設
と
同
様
に

ベ
ー
ジ
ュ
と
グ
レ
ー
の
ツ
ー
ト
ン
カ
ラ
ー
と
な

り
、
ご
利
用
者
か
ら
も
「
優
し
い
色
合
い
で

落
ち
着
い
た
気
持
ち
に
な
り
ま
す
」
等
の
と

て
も
嬉
し
い
お
声
も
頂
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

化
粧
直
し
さ
れ
た

　
「
春
菊
荘
・
静
華
苑
」

　

平
成
26
年
6
月
19
日
、
天
候
に
恵

ま
れ
た
中
、
西
本
願
寺
（
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
本
山
）
へ
、
ご
利
用
者
23

名
、
ご
家
族
２
名
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
皆
さ
ん
３
名
、
職
員
18
名
の
総
勢

46
名
で
参
拝
に
出
か
け
ま
し
た
。

　

境
内
の
唐
門
や
飛
雲
閣
な
ど
は
既

に
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
は

更
に
阿
弥
陀
堂
と
御
影
堂

と
が
指
定
を
受
け
ま
し
た
。

御
影
堂
は
、
1
6
3
6
年

に
建
て
ら
れ
、
東
西
48
メ
ー

ト
ル
、
南
北
62
メ
ー
ト
ル
、

高
さ
29
メ
ー
ト
ル
で
現
存

す
る
江
戸
時
代
の
建
築
物

と
し
て
は
最
大
級
の
規
模
。

阿
弥
陀
堂
と
と
も
に
、
浄

土
真
宗
本
願
寺
派
本
山
の

象
徴
と
し
て
の
意
義
が
評

価
さ
れ
ま
し
た
。

　

両
堂
に
つ
い
て
、
同
寺
社

会
部
の
方
の
丁
寧
な
案
内

を
聞
き
な
が
ら
拝
観
し
ま
し
た
。
初

め
て
の
方
は
勿
論
の
こ
と
、
再
訪
問

の
方
も
、
貴
重
な
国
宝
の
お
寺
で
参

拝
で
き
て
、
感
激
の
中
に
安
ら
ぎ
を

感
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。

　

参
拝
後
は
、「
京
豆
腐
」
の
昼
食

と
京
都
名
物
「
生
八
つ
橋
づ
く
り
体

験
」
へ
と
「
八
つ
橋
庵
と
し
し
ゅ
や

　

一
方
、
子
供
の
家
で
は
、
子
ど
も
達
が
何
日
も

前
か
ら
楽
し
み
に
し
て
い
た
本
山
参
拝
に
６
月
１

日
（
日
）
に
幼
児
10
名
、
学
童
34
名
、
職
員
18

名
の
総
勢
62
名
で
出
か
け
ま
し
た
が
天
候
に
も

恵
ま
れ
初
夏
の
日
差
し
を
浴
び
な
が
ら
の
一
日
と

な
り
ま
し
た
。

　

本
山
ま
で
約
１
時
間
の
道
の
り
で
し
た
が
、

賑
や
か
な
笑
い
声
と
と
も
に
す
ぐ
に
時
間
は
過

ぎ
、
あ
っ
と
い
う
間
に
本
山
に
到
着
し
ま
し
た
。

　

本
山
で
は
、
伝
道
本
部
の
一
部
を
お
借
り
し
て

お
勤
め
を
さ
せ
て
頂
き
、
引
き
続
く
ご
法
話
で

は
、
命
の
尊
さ
に
つ
い
て
お
話
が
あ
り
、
子
ど
も

た
ち
も
静
か
に
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

　

お
勤
め
後
は
、
こ
の
た
び
国
宝
に
指
定
を
受

け
、（
詳
細
は
「
高
齢
者
施
設
本
山
参
拝
」
の
記

事
参
照
）、
普
段
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
阿
弥

陀
堂
」
と
「
御
影
堂
」
を
見
学
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。

　

参
拝
後
は
、
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
動
物
園
や
水

族
館
、
河
原
町
や
二
条
方
面
へ
散
策
し
ま
し
た
。

　

水
族
館
組
の
幼
児
さ
ん
は
、
海
の
生
き
物
と

触
れ
合
っ
た
り
、動
物
園
グ
ル
ー
プ
の
児
童
達
は
、

ウ
サ
ギ
を
抱
い
た
り
な
ど
と
心
温
ま
る
時
間
を

過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
中
・
高
校
生
と
の
散
策
中
に
は
ご
法

話
の
中
の
「
命
の
尊
さ
」
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た

り
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
考
え
を
表
明
す

る
場
に
も
な
っ
て
、「
散
策
」
に
つ
い
て
も
と
て

も
楽
し
く
て
有
意
義
な
時
間
に
な
り
ま
し
た
。

　

子
ど
も
達
が
お
勤
め
す
る
姿
は
、
と
て
も
清
々

し
く
、
改
め
て
こ
の
一
年
の
健
康
と
成
長
に
感
謝

す
る
機
会
と
な
り
ま
し
た
。　
　
　
　
　
（
合
掌
）

か
た
」
に
向
か
い
ま
し
た
。

　

美
味
し
い
京
豆
腐
で
お
腹
が
一
杯

に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
も
十
分
に
楽
し
み
、
続
い
て
「
生

八
つ
橋
づ
く
り
」に
挑
戦
し
ま
し
た
。

皆
さ
ん
が
、
ま
る
で
母
親
の
お
手
伝

い
を
し
て
い
る
子
ど
も
の
よ
う
に
楽

し
ま
れ
て
い
る
様
子
や
器
用

な
方
が
他
の
方
の
手
助
け
を

し
て
い
る
様
子
が
と
て
も
微

笑
ま
し
く
感
じ
ら
れ
ま
し

た
。
そ
し
て
、
そ
の
場
で
口

に
し
た
手
作
り
の
お
菓
子

は
、
最
高
の
味
だ
っ
た
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
び

も
大
勢
の
方
々
と
楽
し
く
て

意
義
深
い
ひ
と
と
き
を
過
ご

す
こ
と
が
出
来
た
こ
と
に
感

謝
し
て
お
り
ま
す
。

多
く
の
社
会
福
祉
施
設
等
で

宗
教
に
触
れ
る
機
会
が
失
わ

れ
て
い
る
中
、慶
徳
会
で
は
、

「
世
の
全
て
の
人
の
幸
せ
を
願

う
、
仏
教
精
神
」
を
基
盤
に
し
て
福

祉
事
業
に
取
り
組
ま
れ
た
創
設
者
の

意
思
を
尊
重
し
、
今
後
と
も
、
ご
利

用
者
の
意
思
に
よ
り
仏
教
に
触
れ
る

こ
と
の
で
き
る
環
境
を
大
切
に
し
て

い
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　

来
年
も
多
数
の
方
の
ご
参
加
を
期

待
致
し
て
お
り
ま
す
。   　
（
合
掌
）

新たに国宝指定を受けた
　本山阿弥陀堂・御影堂で参拝
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国宝　飛雲閣

参拝後、新国宝阿弥陀堂前で八ツ橋づくりに挑戦

高齢者施設

子供の家



　

一
般
的
に
ホ
ー
ム
入
居
者
の
多
く
は
、入
居
ま
で
に
、

加
齢
に
伴
う
「
身
心
機
能
の
一
部
」、我
が
家
な
ど
の
「
所

有
物
」・「
環
境
」、
近
所
付
き
合
な
ど
の
「
人
間
関
係
」、

さ
ら
に
は
、
こ
れ
ま
で
描
か
れ
て
き
た
「
生
活
設
計
」

な
ど
色
々
な
も
の
を
喪
失
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
に
、

我
が
国
多
数
の
ホ
ー
ム
の
生
活
で
は
、「
宗
教
的
な
こ

と
が
ら
（
宗
教
家
と
の
つ
な
が
り
や
宗
教
的
、
役
割
・

機
会
・
共
同
体
・
所
有
物
・
環
境
な
ど
」
の
喪
失
が
実

態
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
高
齢
者
は
多
く
の
「
喪

失
」
を
経
験
し
、
そ
れ
ら
に
よ
り
非
常

に
重
い
「
悲
嘆
」
が
も
た
ら
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

特
に
、「
宗
教
的
な
こ
と
が
ら
」
の

喪
失
は
、罪
責
感
を
伴
う
こ
と
が
多
く
、

よ
り
深
刻
な
問
題
で
す
。

　

慶
徳
会
で
は
、「
宗
教
的
な
こ
と
が

ら
」
と
し
て
常
観
堂
等
で
種
々
の
仏
事

が
営
ま
れ
、「
喪
失
」
を
補
う
一
定
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ま
す

が
、
地
理
的
に
少
し
離
れ
た
、
常
清
の

里
に
は
、
仏
堂
が
設
け
ら
れ
、
設
立
当

初
か
ら
ビ
ハ
ー
ラ
僧
に
よ
る
活
動
が
浄

土
真
宗
本
願
寺
派
の
儀
礼
形
式
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
ま

す
が
、
宗
旨
を
問
わ
ず
自
由
参
加
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

筆
者
の
打
本
氏
は
、
慶
徳
会
の
伝
統
と
現
代
に
お
け

る
「
日
本
仏
教
者
の
社
会
活
動
」
と
し
て
の
ビ
ハ
ー
ラ

と
が
重
な
り
合
っ
た
と
こ
ろ
に
立
脚
し
た
活
動
に
取
組

ま
れ
て
き
た
経
験
を
踏
ま
え
、
こ
の
た
び
の
作
品
を
発

表
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
す
。

　

慶
徳
会
の
皆
さ
ん
に
ぜ
ひ
ご
一
読
を
お
勧
め
し
ま
す
。

＝
連
絡
先
：
常
清
の
里
・
矢
次
＝　
　
　
　
　
（
合
掌
）

　

平
成
26
年
2
月
21
日
に
法
人
の
人
権
研

修
と
し
て
、
つ
ど
い
場
（
介
護
者
の
交
流

の
場
）「
私
空
間
」
岡
村
ヒ
ロ
子
様
を
お
迎

え
し
て
、「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
に
つ
い
て
の

テ
ー
マ
で
各
職
場
の
リ
ー
ダ
ー
以
上
の
職

員
32
名
を
対
象
に
研
修
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

講
義
で
は
、
ご
自
身
の
実
践
に
基
づ
く

お
話
も
交
え
、
グ
ル
ー
プ
討
議
・
発
表
の

場
も
あ
り
、
90
分
が
あ
っ
と
い
う
間
で
し

た
。

　

グ
ル
ー
プ
討
議
で
は
、
当
初
緊
張
し
た

雰
囲
気
で
し
た
が
、
岡
村
先
生
の
ご
指
導

も
あ
り
、
次
第
に
活
発
に
な
り
、
普
段
滅

多
に
話
し
合
う
こ
と
の
な
い
職
員
同
士
も

お
互
い
の
意
見
に
耳
を
傾
け
、
仕
事
の
悩

み
を
話
し
た
り
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
り

し
て
率
直
に
意
見
交
換
が
で
き
、
皆
が
同

じ
目
標
に
向
か
っ
て
頑
張
っ
て
い
こ
う
と

い
う
、
気
持
ち
に
な
り
、
と
て
も
有
意
義

な
時
間
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
研
修
を
通
じ
て
学
ん
だ
こ
と
は
、

概
ね
次
の
と
お
り
で
す
。

〇　

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
は
、
パ
ワ
ー
、
セ

ク
シ
ャ
ル
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
モ
ラ
ル
等
様
々

な
も
の
が
あ
り
、
執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
る

こ
と
が
基
本
で
あ
る
が
、
一
回
限
り
で
も

与
え
る
衝
撃
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
は
、
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
と
み
な
さ
れ
る
。

〇　

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
は
人
権
（
誰
も
が
、

奪
わ
れ
た
く
な
い
・
奪
っ
て
は
な
ら
な
い

権
利
）
問
題
で
あ
り
、
他
の
人
へ
の
言
動

に
よ
り
、
自
分
の
意
図
と
は
関
係
な
く
、

相
手
を
不
快
に
さ
せ
た
り
、
尊
厳
を
傷
つ
け

た
り
、
不
利
益
や
脅
威
を
与
え
た
り
す
る
こ

と
は
、
明
ら
か
に
人
権
侵
害
で
あ
る
。

〇　

指
導
者
と
し
て
利
用
者
・
職
員
へ
の
か

か
わ
り
の
中
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
人
を
傷
つ

け
て
い
な
い
か
、
自
己
を
見
つ
め
直
す
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

〇　

改
善
防
止
策
と
し
て
は
、
言
動
に
よ
る

感
じ
方
や
考
え
方
は
、
個
人
差
が
大
き
い
こ

と
を
十
分
認
識
し
、
日
々
、
他
の
人
へ
の
思

い
や
り
と
配
慮
を
も
っ
た
言
動
が
で
き
る
こ

と
が
肝
要
で
、
そ
の
た
め
に
、
人
権
研
修
と

指
導
者
へ
の
コ
ー
チ
ン
グ
が
必
要
で
あ
る
。

〇　

職
場
環
境
に
人
権
文
化
を
育
む
こ
と
が

大
切
で
、「
法
人
の
顔
と
し
て
の
指
導
者
」

で
あ
っ
て
、
ご
利
用
者
・
職
員
へ
の
尊
敬
と

感
謝
の
心
に
基
づ
く
職
場
環
境
づ
く
り
を
目

指
す
。

〇　

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
被
害
を
深
刻
に
し
な

い
た
め
の
認
識
と
し
て
、
1
人
で
我
慢
・
受

け
流
し
等
を
す
る
こ
と
な
く
勇
気
を
も
っ
て

自
分
の
意
思
を
は
っ
き
り
と
相
手
に
伝
え
る

と
と
も
に
、
職
場
内
で
身
近
な
人
あ
る
い
は

相
談
窓
口
で
相
談
す
る
こ
と
。
ま
た
、
周
り

で
の
被
害
を
看
過
せ
ず
、
行
為
者
に
注
意
を

促
し
あ
る
い
は
、
相
談
窓
口
等
に
助
力
を
求

め
る
。

〇　

自
分
の
仕
事
に
誇
り
と
価
値
感
を
も
て

る
職
場
で
あ
れ
ば
、
ご
利
用
者
・
職
員
へ
の

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
の

で
、
そ
の
よ
う
な
職
場
づ
く
り
に
指
導
者
と

し
て
の
資
質
が
問
わ
れ
て
い
る
。

法人人権研修

法人人権研修

『ハラスメントについて』

～あなたのひとことが職員のモチベーションをあげる
　　　　　　　　　　　　・・・求められる指導者の資質
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法
人
本
部
の
和
田
朋
子
事
務
局

次
長
が
ご
家
族
の
介
護
等
の
た
め
、

平
成
26
年
5
月
31
日
付
で
退
職
さ

れ
ま
し
た
。
和
田
さ
ん
は
、
同
3

年
3
月
に
静
華
苑
事
務
員
に

採
用
、
そ
の
後
、
真
華
苑
兼

本
部
主
任
等
を
歴
任
さ
れ
、

24
年
10
月
か
ら
は
、
本
部
事

務
局
次
長
と
し
て
活
躍
し
て

頂
き
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、

人
事
・
給
与
制
度
や
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
シ
ス
テ
ム
に
精
通
さ
れ
、Ｃ
Ｐ
管

理
委
員
会
委
員
長
も
務
め
て
頂
き

ま
し
た
。
23
年
近
く
に
及
ぶ
勤
務
、

本
当
に
ご
苦
労
様
で
し
た
。

和田事務局次長が勇退

岡
村
先
生
の
話
に

　
　
　

聴
き
入
る
皆
さ
ん 岡村　ヒロ子先生

西田理事長から花束を受ける
　　　　　　　和田事務局次長

満
開
時
期
を
迎
え
、
と
て
も
綺
麗
な
眺

め
と
な
り
ま
し
た
。
来
年
は
、
今
冬
に
植

樹
し
た
「
し
だ
れ
桜
」
が
花
一
杯
つ
け
る

の
が
楽
し
み
で
す
。

　

子
ど
も
達
は
、
桜
の
下
で
シ
ー
ト
を
敷

い
て
食
事
を
し
ま
し
た
が
、「
花
よ
り
団

子
」
よ
ろ
し
く
、
お
弁
当
や
栄
養
士
の
皆

さ
ん
な
ど
で
用
意
し
た
模
擬
店
で
、
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
や
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
そ
し
て

お
菓
子
を
次
々
口
に
頬
張
っ
て
、
ご
満
悦

で
し
た
。

　

ま
た
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、

１
㍍
半
ほ
ど
も
あ
る
、
大
き
な
「
ダ
ル
マ

落
と
し
」
を
用
意
し
、
す
ぐ
に
崩
れ
て
し

ま
う
ダ
ル
マ
を
「
ど
う
や
っ
て
攻
略
し
よ

う
か
」
と
、
強
く
叩
い
て
み
た
り
、
優
し
く
何
度

も
叩
い
て
み
た
り
と
、
あ
れ
こ
れ
試
し
な
が
ら
、

皆
ん
な
で
楽
し
く
遊
び
ま
し
た
。

　

帰
り
支
度
を
始
め
る
頃
に
な
っ
て
、
ポ
ツ
リ
ポ

ツ
リ
の
空
模
様
と
な
り
ま
し
た
が
、
お
花
見
の
間

は
濡
れ
る
こ
と
も
な
く
、
法
人
の
春
の
風
物
詩
で

あ
る
大
切
な
行
事
を
終
始
楽
し
く
過
ご
す
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

西
河
原
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
で
は
、
腕
に
覚

え
の
あ
る
ご
利
用
者
を
中

心
に
、
年
間
を
通
じ
て
、

手
芸
作
品
に
取
り
組
ん
で

頂
い
て
い
ま
す
。
手
芸
が

得
意
な
方
だ
け
で
な
く
、

型
を
裁
断
す
る
作
業
だ
け

で
も
参
加
で
き
る
よ
う
に

時
に
は
分
業
に
す
る
な
ど

工
夫
し
て
、
力
量
に
合
わ

せ
て
多
く
の
方
が
参
加
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

普
段
は
な
じ
み
の
少
な

い
男
性
陣
も
、
母
の
日
の
カ
ー
ネ
ー
シ
ョ
ン
作
り
で
は
、「
奥
さ
ん
に

プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
わ
」
と
熱
心
に
作
業
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

細
工
物
の
作
品
で
は
、
ご
利
用
者
か
ら
着
用
し
な
く
な
っ
た
と
し

て
頂
い
た
小
袖
の
生
地
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
作

品
作
り
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
使
わ
な
く
な
っ
た
端
切
れ
に
新
た

な
命
を
吹
き
込
む
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
、

よ
り
愛
着
を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
頂
い
て
い

ま
す
。
し
ば
ら
く
針
仕
事
か
ら
遠
ざ
か
っ
て

お
ら
れ
た
方
も
表
情
に
も
変
化
が
出
て
、「
生

活
全
般
に
意
欲
的
に
な
っ
た
」
と
、
と
て
も

嬉
し
い
感
想
も
頂
い
て
お
り
ま
す
。

　

毎
年
開
催
し
て
い
る
セ
ン
タ
ー
の
作
品
展

の
際
に
は
、
多
く
の
方
に
見
て
頂
け
る
こ
と

で
、
一
層
熱
心
に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

今
年
も
、
日
頃
の
皆
さ
ん
の
腕
前
を
ご
覧
頂

け
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
楽
し
み
に
し

て
お
い
て
下
さ
い
。
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平
成
26
年
4
月
20
日
（
日
）
に
恒
例
の
「
慶
徳
会
花

見
花
祭
り
」
を
開
催
し
ま
し
た
。

当
日
は
、
花
曇
り
の
中
、
子
供
の
家
の
子
ど
も
達
を
は

じ
め
、
法
人
各
施
設
の
ご
利
用
者
、
そ
し
て
地
域
の
方
々

な
ど
約
1
5
0
名
の
方
が
常
観
堂
に
集
い
、1

部
の
式
典
、

2
部
で
は
、
花
を
愛
で
な
が
ら
の
会
食
と
、
楽
し
い
ひ

と
時
を
過
ご
し
ま
し
た
。

　

式
典
で
は
、
始
め
に
仏
教
讃
歌
合
唱
に

よ
る
勤
行
で
あ
る
「
音
楽
法
要
」
を
子
ど

も
達
の
歌
声
の
リ
ー
ド
の
も
と
で
行
い
ま

し
た
。
続
い
て
、
各
施
設
代
表
の
皆
さ
ん

に
よ
り
、
お
釈
迦
様
が
安
置
さ
れ
て
い
る

「
花
御
堂
」
に
献
花
や
献
茶
な
ど
を
、
そ

れ
ぞ
れ
が
厳
か
に
お
供
え
を
さ
れ
、
大
役

を
果
た
さ
れ
た
充
実
感
で
と
て
も
素
敵
な

表
情
を
み
せ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

法
要
の
後
の
会
食
で
は
常
観
堂
の
八
重

桜
観
桜
を
楽
し
み
な
が
ら
、
昼
食
を
と
て

も
美
味
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
年
の
気
候
に
よ
っ
て
、
満
開
時
期
が

異
な
る
の
で
、
い
つ
も
花
の
つ
き
具
合
に

気
を
も
む
の
で
す
が
、
今
年
は
ち
ょ
う
ど

手芸に励む
　ご利用者の皆さん

材料の生地が見事な
　　　カーネーション

灌
仏
（
西
田
理
事
長
）

献華（子供の家代表）

献
灯
（
光
華
苑
代
表
）



　

障
が
い
者
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
「
し
み
ず
」
に

ひ
と
月
に
1
回
、
活
動
に
一
緒
に
参
加
し
な
が
ら
、

ご
利
用
者
や
職
員
へ
作
業
療
法
士
と
し
て
、
活
動

に
対
す
る
取
り
組
み
方
に
助
言
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。

　

人
間
の
感
覚
に

つ
い
て
、
少
し
述

べ
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
と
、
人
間

は
体
を
う
ま
く
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

と
き
に
五
感
を

使
っ
て
い
る
と
い

い
ま
す
。
五
感
に

は
視
覚
、
聴
覚
、

触
覚
、
嗅
覚
、
味

覚
が
あ
り
ま
す
。 

　

実
は
五
感
以
外

に
も
固
有
受
容
覚

（
筋
肉
や
骨
に
入
っ

て
く
る
圧
や
振
動

な
ど
を
感
知
し
、

目
で
見
な
く
て
も

自
分
が
手
を
伸
ば

し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
よ
う
な
感
覚
）
や
、
前
庭
覚
（
体
の
傾
き

や
加
速
度
な
ど
を
感
知
し
、
目
で
見
な
く
て
も
自

分
の
傾
き
が
わ
か
る
感
覚
）
と
い
う
感
覚
が
あ
り

ま
す
。（
正
確
に
は
そ
れ
以
外
に
も
あ
り
ま
す
が

…

）

　

体
を
う
ま
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
に
は
触
覚
、

固
有
受
容
覚
、
前
庭
覚
が
う
ま
く
働
い
て
い
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
感
覚
は
面
白
い
こ
と
に
人
間
の
興

味
・
関
心
へ
も
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
す
。
例
え
ば
、

触
覚
に
親
和
性
を
持
つ
人
は
動
物
を
触
る
こ
と

や
人
付
き
合
い
を
し

て
い
く
こ
と
に
興
味
・

関
心
を
持
ち
や
す
く
、

固
有
受
容
覚
に
親
和

性
を
持
つ
人
は
ボ
ク
シ

ン
グ
や
柔
道
な
ど
激
し

い
ス
ポ
ー
ツ
に
興
味
・

関
心
を
持
ち
や
す
い
で

す
。

　

ま
た
前
庭
覚
に
親

和
性
を
持
つ
人
は
ド
ラ

イ
ブ
な
ど
乗
り
物
に
乗

る
こ
と
に
興
味
・
関

心
を
持
ち
や
す
い
で

す
。
ま
た
、
過
敏
性

が
あ
る
場
合
に
は
人

が
近
づ
く
の
を
極
端
に

嫌
が
っ
た
り
、
動
く
こ

と
を
極
端
に
怖
が
っ
た

り
す
る
人
が
い
ま
す
。

　
「
し
み
ず
」
の
作
業
療
法
で
は
そ
う
い
っ
た
個

人
の
特
性
を
探
り
、
そ
の
方
に
あ
っ
た
活
動
内
容

を
提
供
し
た
り
、
理
解
し
や
す
い
活
動
内
容
に

変
更
し
た
り
し
て
、
利
用
者
の
力
を
引
き
出
し
、

よ
り
元
気
に
な
っ
て
も
ら
う
よ
う
に
関
わ
っ
て
い

ま
す
。
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『より自分らしく』を目指す作業療法

　茨木市でも西河原公園や山間部で蛍が見られ
るようです。蛍の発光は淡くとても風情を感じ
ますが、この発光の速度が東西によって異なる
事を本で発見しましたが皆様はご存知でしょう
か ? 光る速度は、東が 4 秒に 1 度で西はその倍
の2秒に1度で発光。関西人の歩く速度が速かっ
たり気が短い等、” せっかち” な性格に似てお
り親近感を覚えました。あと、波動の周波とも
関係があるようで５０㍗と 60 ㍗の境界線も新
潟県から静岡県を結ぶフォッサマグナとおおよ
そ一致するそうです。
　ホタルの発光についていろんな説があるよう
ですが、個人的には、この真相が究明されるこ
となく雨上がりの夜の闇が迫る田園に幻想的な
光を放つ蛍をただ眺めていたいと思いました。

編 

　
集
　 

後 

　
記

「しみず」作業療法士「しみず」作業療法士

板垣　正樹板垣　正樹

社会福祉法人　慶徳会のホームページ　http://www.keitokukai.or.jp社会福祉法人　慶徳会のホームページ　http://www.keitokukai.or.jp

トランポリンを活用して
　　　　　　　「固有受容覚」や前庭覚の訓練

大輪の花を咲かせた「真華苑」のシャクヤク

ツ
ツ
ジ
に
彩
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　

常
觀
堂

　

平
成
26
年
４
月
に
上
智
大
学
か
ら
〜
人
は
悲
し
み
と

ど
う
向
き
合
っ
て
い
く
の
か
〜
と
い
う
副
題
で
先
記
タ
イ

ト
ル
の
書
籍
が
発
刊
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
悲
嘆
」
と
は
、
深
い
悲
し
み
の
こ
と
で
す
が
、
人
の

悲
し
み
は
、
家
族
や
親
し
い
人
を
喪
失
す
る
こ
と
に
よ

る「
悲
嘆
」だ
け
で
は
な
く
、各
自
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
・

事
柄
を
喪
失
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
悲
嘆
」
も
非
常
に
深

く
重
い
状
態
に
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、「
悲
嘆
」
を
抱

え
る
人
々
を
ど
の
よ
う
に
理
解

し
、
心
近
く
で
寄
り
添
っ
て
い
け

ば
よ
い
の
か
と
い
う
大
き
な
課

題
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
ま
す
。

　
「
喪
失
」
に
よ
る
悲
し
み
・
苦

し
む
人
々
の
苦
悩
・
苦
痛
を
よ

り
多
く
の
人
々
に
理
解
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
社
会
全
体
が
優

し
く
な
っ
て
、
家
庭
・
職
場
・
地

域
社
会
全
体
で
「
悲
嘆
に
く
れ

る
方
々
へ
の
心
の
寄
り
添
い
」
が

可
能
に
な
り
、
平
和
な
日
々
が

築
か
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
15
人
の

方
の
著
作
を
編
纂
さ
れ
た
も
の

で
す
。

　

そ
の
中
で
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
ビ
ハ
ー
ラ
僧
と
し

て
常
清
の
里
で
法
話
会
（
読
経
・
法
話
）
や
相
談
会
な

ど
を
通
じ
て
常
清
の
里
ご
利
用
者
と
の
交
流
を
深
め
て

頂
い
て
い
る
打
本
弘
祐
氏
が
執
筆
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

同
氏
は
、「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
悲
嘆
」

と
題
し
、
仏
教
精
神
を
基
盤
と
し
た
理
念
に
基
づ
き
社

会
福
祉
事
業
に
取
組
む
慶
徳
会
の
ホ
ー
ム
ご
利
用
者
の
日

常
生
活
に
つ
い
て
の
考
察
を
次
の
よ
う
に
披
歴
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

一
般
的
に
ホ
ー
ム
入
居
者
の
多
く
は
、入
居
ま
で
に
、

加
齢
に
伴
う
「
身
心
機
能
の
一
部
」、我
が
家
な
ど
の
「
所

有
物
」・「
環
境
」、
近
所
付
き
合
な
ど
の
「
人
間
関
係
」、

さ
ら
に
は
、
こ
れ
ま
で
描
か
れ
て
き
た
「
生
活
設
計
」

な
ど
色
々
な
も
の
を
喪
失
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
に
、

我
が
国
多
数
の
ホ
ー
ム
の
生
活
で
は
、「
宗
教
的
な
こ

と
が
ら
（
宗
教
家
と
の
つ
な
が
り
や
宗
教
的
、
役
割
・

機
会
・
共
同
体
・
所
有
物
・
環
境
な
ど
」
の
喪
失
が
実

態
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
高
齢
者
は
多
く
の
「
喪

失
」
を
経
験
し
、
そ
れ
ら
に
よ
り
非
常

に
重
い
「
悲
嘆
」
が
も
た
ら
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

特
に
、「
宗
教
的
な
こ
と
が
ら
」
の

喪
失
は
、罪
責
感
を
伴
う
こ
と
が
多
く
、

よ
り
深
刻
な
問
題
で
す
。

　

慶
徳
会
で
は
、「
宗
教
的
な
こ
と
が

ら
」
と
し
て
常
観
堂
等
で
種
々
の
仏
事

が
営
ま
れ
、「
喪
失
」
を
補
う
一
定
の

役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ま
す

が
、
地
理
的
に
少
し
離
れ
た
、
常
清
の

里
に
は
、
仏
堂
が
設
け
ら
れ
、
設
立
当

初
か
ら
ビ
ハ
ー
ラ
僧
に
よ
る
活
動
が
浄

土
真
宗
本
願
寺
派
の
儀
礼
形
式
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
ま

す
が
、
宗
旨
を
問
わ
ず
自
由
参
加
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

筆
者
の
打
本
氏
は
、
慶
徳
会
の
伝
統
と
現
代
に
お
け

る
「
日
本
仏
教
者
の
社
会
活
動
」
と
し
て
の
ビ
ハ
ー
ラ

と
が
重
な
り
合
っ
た
と
こ
ろ
に
立
脚
し
た
活
動
に
取
組

ま
れ
て
き
た
経
験
を
踏
ま
え
、
こ
の
た
び
の
作
品
を
発

表
さ
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
す
。

　

慶
徳
会
の
皆
さ
ん
に
ぜ
ひ
ご
一
読
を
お
勧
め
し
ま
す
。

＝
連
絡
先
：
常
清
の
里
・
矢
次
＝　
　
　
　
　
（
合
掌
）
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平
成
26
年
５
月
９
日(

金)

ホ
テ
ル
阪
急
エ
キ
ス
ポ
パ
ー

ク
で
、
同
年
度
職
員
互
助
会
総
会
及
び
新
任
職
員
激
励
会

を
93
名
と
い
う
多
く
の
会
員
に
ご
参
加
を
得
て
開
催
し
ま

し
た
。

　

久
し
ぶ
り
に
お
顔
を
見
せ
て
頂
い
た
西
田　

治
理
事
長

の
ご
挨
拶
の
あ
と
、
総
会
で
は
大
和
治
文
常
務
理
事
が
議

長
を
務
め
、
25
年
度
事
業
報
告
・
決
算
、
26
年
度
事
業
計
画
・

予
算
及
び
会
則
一
部
改
正
の
承
認
を
得
ま
し
た
。　

引
き
続

き
激
励
会

が
催
さ
れ

会
食
を
楽

し
み
な
が

ら
各
事
業

所
か
ら
新

規
採
用
職

員
、
互
助

会
新
規
加

入
職
員
及

び
人
事
異

動
転
任
職

員
の
紹
介

が
行
わ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
個
性
豊
か
な
紹
介
が
披
露
さ
れ
、

終
始
和
や
か
な
雰
囲
気
の
中
で
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し

た
。

　

ま
た
当
日
は
、
互
助
会
の
運
営
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
を
十
分
に
活
用
し
、
こ
れ

か
ら
も
会
員
の
皆
様
の
期
待
に
応
え
る
行
事
を
企
画
し
、

職
員
間
の
交
流
を
一
層
深
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

ご
参
加
・
ご
協
力
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

新任職員激励会に 93 名参加！
  平成 26 年度職員互助会総会

「非嘆の中にある人に心を寄せて」

　　　　　　　　　の発刊に寄せて

「非嘆の中にある人に心を寄せて」

　　　　　　　　　の発刊に寄せて

「非嘆の中にある人に心を寄せて」

　　　　　　　　　の発刊に寄せて

ハツラツ！

新任職員の自己紹介

西田理事長の挨拶

打本氏の「法話」の時間


