
略
ｌ
特
養
を
終
の
〃
楽
土
〃
に

終
わ
り
よ
け
れ
ば

良
寛
の
詩
の
一
節
に
「
花
も
ま
た
是
れ
世
上
の
塵
」
と
い
う
。
す
べ
て
は
塵
に
帰
し
て
い
く
。
俗
謡
に
も

〃
と
け
て
流
れ
ば
み
な
同
じ
〃
と
あ
る
。
み
な
同
じ
で
も
、
と
け
よ
う
と
す
る
ま
ぎ
わ
こ
そ
は
、
人
間
に
と
っ

て
最
大
の
問
題
で
あ
る
。
「
終
わ
り
よ
け
れ
ば
」
と
は
ま
さ
に
そ
の
ま
ぎ
わ
を
さ
す
。
ぜ
い
た
く
は
言
わ
な
い
。

も
う
欲
ば
ら
な
い
。
終
わ
り
さ
え
よ
け
れ
ば
、
不
安
さ
え
な
け
れ
ば
す
べ
て
よ
し
と
し
よ
う
。
ｌ
人
間
最
後

の
願
い
で
あ
る
。

栄
華
を
き
わ
め
た
人
間
の
代
表
、
藤
原
道
長
の
死
に
際
も
際
立
っ
て
い
た
。
あ
み
だ
様
の
掛
軸
に
結
ん
だ
絹

紐
を
握
り
、
枕
辺
い
っ
ぱ
い
の
身
内
た
ち
に
看
と
ら
れ
て
の
旅
立
ち
だ
っ
た
か
ら
。
平
安
な
旅
立
ち
の
条
件
は
、

紐
の
よ
う
な
か
細
い
信
仰
よ
り
も
、
ま
ず
身
内
は
ら
か
ら
が
そ
ば
に
い
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
死
ぬ
と
き
は
わ
が
家
で
身
内
に
送
ら
れ
て
と
み
な
が
こ
い
願
う
。
願
い
と
は
か
な
え
ら
れ
そ
う
お

も
な
い
と
こ
ろ
に
強
く
燃
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
病
院
死
」
は
昭
和
五
十
五
年
で
五
七
％
の
過
半
数
に
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至
り
、
二
年
後
に
は
す
で
に
六
二
・
六
％
に
達
し
て
い
る
。
「
死
ぬ
な
ら
病
院
で
」
を
望
む
人
は
わ
ず
か
一
○

％
台
で
あ
る
の
に
。

あ
き
ら
か
に
大
部
分
の
人
に
は
そ
の
終
わ
り
方
が
不
本
意
で
あ
っ
た
。
柏
木
哲
夫
氏
の
死
ぬ
場
所
希
望
調
査

に
よ
る
と
、
男
性
老
人
は
「
家
」
が
八
八
・
七
％
、
「
病
院
」
が
七
・
三
％
、
女
性
老
人
は
「
家
」
が
八
○
％
、

「
病
院
」
が
四
・
九
％
に
な
っ
て
い
る
。
最
近
の
厚
生
省
発
表
は
七
十
歳
以
上
の
人
の
在
宅
死
の
割
合
は
全
国

平
均
二
七
・
三
％
で
、
東
京
の
場
合
は
一
三
・
九
％
に
す
ぎ
な
い
。
病
院
死
が
圧
倒
的
に
不
本
意
で
あ
る
の
に
、

そ
の
病
院
死
も
高
齢
者
に
は
狭
き
門
と
な
っ
て
い
る
。
家
も
病
院
も
無
理
と
な
れ
ば
衰
弱
老
人
は
ど
こ
に
終
い

の
場
を
求
め
れ
ば
よ
い
の
か
。

身
近
な
周
辺
を
見
ま
わ
す
と
、
老
衰
し
た
身
内
を
抱
え
て
、
わ
ず
か
な
安
住
の
場
を
必
死
に
求
め
て
樵
悴
し

き
っ
た
人
を
か
な
ら
ず
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
経
済
大
国
日
本
に
も
っ
と
も
不
足
し
て
い
る
も
の
が
こ
の
終
い

の
住
み
か
で
あ
る
。
入
院
し
て
三
か
月
た
つ
と
退
居
を
強
要
さ
れ
る
（
医
療
費
が
激
減
す
る
か
ら
）
・
病
院
間

の
た
ら
い
回
し
も
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
悲
劇
的
な
窮
状
は
今
後
一
層
激
化
す
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。

農
林
中
金
研
究
セ
ソ
タ
ー
が
、
老
人
介
護
を
し
て
い
る
農
家
の
主
婦
九
五
二
人
に
「
あ
な
た
自
身
の
老
後
は

ど
こ
で
暮
ら
し
て
い
る
と
思
う
か
」
と
聞
い
た
。
「
病
院
か
施
設
に
入
っ
て
い
る
」
が
三
六
・
八
％
、
「
家
で

面
倒
を
み
ら
れ
て
い
る
」
二
七
・
九
％
、
「
わ
か
ら
な
い
」
三
五
・
四
％
と
い
う
数
字
で
あ
る
。
都
市
的
な
Ｎ

Ｔ
Ｔ
婦
人
部
員
一
万
人
の
希
望
調
査
で
は
「
老
い
て
は
自
宅
で
暮
ら
し
た
い
」
二
四
％
、
「
老
い
て
不
自
由
に

な
れ
ば
老
人
施
設
へ
」
二
六
％
と
「
ケ
ア
付
き
住
宅
へ
」
八
％
を
合
わ
せ
て
三
四
％
、
残
り
四
二
％
が
「
わ
か
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「
在
宅
福
祉
」
ｌ
夢
の
ま
た
夢

実
際
に
老
親
を
介
護
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
が
、
ご
自
分
の
老
後
を
予
想
し
、
（
あ
る
い
は
希
望
し
て
）
「
家

で
面
倒
を
見
て
も
ら
う
」
姿
を
描
い
て
い
る
の
は
、
わ
ず
か
二
割
か
ら
三
割
た
ら
ず
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
現
在

日
本
の
在
宅
介
護
は
困
難
を
極
め
て
い
る
こ
と
の
証
明
で
あ
る
。
誰
だ
っ
て
施
設
や
病
院
よ
り
は
自
宅
で
看
護

さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
を
選
ぶ
。
し
か
し
、
本
当
に
自
宅
、
在
宅
で
人
間
ら
し
い
生
活
が
営
め
る
た
め
に
は
次
の

三
つ
の
原
則
が
満
足
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
に
、
今
ま
で
の
住
ま
い
や
つ
き
あ
い
な
ど
大
き
な
変
化
の
な
い
「
人
生
の
継
続
性
」
を
保
つ
こ
と
。
第

二
に
、
自
分
の
日
常
生
活
は
他
人
で
な
く
自
分
が
決
め
る
と
い
う
「
自
己
決
定
」
が
で
き
る
こ
と
。
第
三
に
老

い
て
も
残
っ
て
い
る
心
身
の
能
力
を
い
ろ
い
ろ
の
方
法
や
道
具
を
使
っ
て
生
か
す
「
自
己
能
力
の
活
用
の
仕
組

み
」
が
あ
る
こ
と
。

実
際
に
こ
の
三
原
則
に
従
っ
て
在
宅
福
祉
を
実
現
し
て
い
る
国
ぐ
に
が
北
欧
に
は
存
在
す
る
。
次
に
大
阪
阪

南
病
院
の
岡
本
砿
三
医
師
の
資
料
を
見
よ
う
。
（
平
成
二
年
四
月
福
岡
市
コ
ム
コ
ソ
社
主
催
会
議
で
同
氏
提
出
資
料
）

デ
ン
マ
ー
ク
の
ど
の
町
を
と
っ
て
も
よ
い
。
典
型
的
な
地
方
都
市
人
口
三
万
の
ホ
ル
ベ
ッ
ク
市
の
例
。
六
十

ら
な
い
」
。

こ
う
み
て
く
る
と
、
女
性
の
あ
い
だ
に
施
設
・
病
院
志
向
が
高
い
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
病
院
と
区
別
し
て

施
設
と
い
う
と
、
各
種
の
老
人
ホ
ー
ム
、
老
人
保
健
施
設
（
以
下
老
健
施
設
と
略
称
）
が
考
え
ら
れ
る
。
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そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
訪
問
看
護
婦
制
が
あ
っ
て
、
在
宅
医
療
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
訪
問
専
門
看
護

婦
二
十
三
人
が
、
日
勤
、
準
夜
勤
、
深
夜
勤
の
三
交
代
勤
務
。
公
用
車
で
地
域
巡
回
。
夜
勤
は
先
の
ヘ
ル
パ
ー

と
組
ん
で
い
る
。
深
夜
は
電
話
付
き
公
用
車
で
定
期
訪
問
と
消
防
署
内
の
セ
ン
タ
ー
の
通
信
に
よ
る
緊
急
訪
問

五
歳
以
上
が
四
千
三
百
人
、
要
介
護
者
は
五
百
人
。
う
ち
九
五
％
が
長
期
の
援
助
を
う
け
て
い
る
。
支
え
介
護

す
る
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
は
百
五
十
人
。
（
日
本
で
は
同
て
い
ど
の
市
で
約
七
人
）
必
要
な
人
に
は
毎
日
三
回
の

訪
問
。
朝
八
時
ｌ
起
床
を
手
伝
い
、
洗
面
、
着
替
え
、
朝
食
の
支
度
と
介
助
。
午
前
十
時
に
き
て
ｌ
ベ
ッ
ド
メ

イ
キ
ソ
グ
、
買
い
物
、
洗
濯
、
掃
除
、
昼
、
夕
食
の
用
意
、
午
後
二
時
に
引
き
揚
げ
る
。
次
は
夜
八
時
ｌ
寝
間

着
に
着
替
え
、
水
を
飲
ま
せ
寝
か
す
。
二
四
時
間
べ
っ
た
り
で
な
く
、
ヘ
ル
パ
ー
も
ひ
と
を
違
え
、
間
を
お
い

て
の
援
助
で
あ
る
か
ら
、
お
む
つ
使
用
、
歩
行
器
使
用
の
重
度
独
居
老
人
で
も
在
宅
生
活
が
維
持
で
き
る
の
で

こ
う
あ
っ
て
こ
そ
、
よ
う
や
く
在
宅
福
祉
の
実
体
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
日
本
に
と
っ
て
は
全
く
夢

の
よ
う
な
話
で
あ
る
。
か
ま
び
す
し
い
ほ
ど
の
日
本
の
「
在
宅
福
祉
」
重
視
の
宣
伝
で
あ
る
が
、
い
か
に
空
虚

な
も
の
で
あ
る
か
が
分
か
ろ
う
。

も
あ
る
。

あ
る
。問

題
を
は
ら
む
老
健
施
設

老
人
を
長
期
（
そ
れ
も
二
か
月
程
度
だ
が
）
入
院
か
ら
し
め
出
す
た
め
に
、
そ
の
受
け
皿
と
し
て
用
意
さ
れ
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た
の
が
老
健
施
設
で
あ
る
。
老
齢
化
社
会
の
問
題
は
「
心
身
弱
り
な
が
ら
長
生
き
す
る
高
齢
者
の
激
増
」
と
い

う
こ
と
に
要
約
さ
れ
る
。
従
来
通
り
の
ま
と
も
な
医
療
費
を
支
出
し
続
け
て
は
た
い
へ
ん
だ
と
し
て
、
い
ち
ば

ん
の
安
上
が
り
方
策
、
し
か
も
直
接
国
庫
金
を
負
担
し
な
い
よ
う
な
仕
組
み
と
し
て
、
老
健
施
設
が
案
出
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

ま
ず
建
設
費
補
助
は
雀
の
涙
程
度
（
総
建
築
額
の
約
一
割
ぐ
ら
い
）
・
毎
月
の
経
費
は
、
う
ち
二
五
万
余
円

が
全
額
医
療
保
険
、
入
所
者
負
担
は
ふ
つ
う
五
’
一
○
万
円
（
差
額
ベ
ッ
ド
や
病
状
や
希
望
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ

て
、
ま
た
施
設
の
経
営
方
針
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
）
。
つ
ま
り
、
保
険
へ
の
国
保
支
出
を
除
く
と
、
ほ
と
ん
ど

が
国
民
の
直
接
負
担
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
政
府
は
今
後
ど
ん
ど
ん
つ
く
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

率
直
に
い
っ
て
、
ま
と
も
に
運
営
す
れ
ば
と
て
も
採
算
が
と
れ
る
と
は
思
え
な
い
。
有
名
な
良
心
的
な
長
野
・

佐
久
病
院
が
そ
れ
を
し
て
い
る
が
、
完
全
赤
字
で
構
成
農
協
が
補
て
ん
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
親

元
病
院
経
営
の
老
健
施
設
で
あ
れ
ば
、
ベ
ッ
ド
増
の
形
態
に
し
て
病
院
か
ら
の
移
動
に
き
わ
め
て
効
果
的
で
あ

る
。
し
か
し
、
定
貝
い
つ
ぱ
い
に
な
れ
ば
、
そ
れ
が
で
き
な
く
な
る
の
で
、
病
院
と
同
じ
よ
う
に
三
ヶ
月
退
所

を
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
い
わ
い
名
目
的
に
も
、
リ
ハ
ビ
リ
を
中
心
と
す
る
家
庭
復
帰
の
た
め
の
中
間

施
設
だ
か
ら
、
そ
ん
な
無
理
と
思
え
る
退
所
要
求
で
も
大
義
名
分
は
た
っ
て
い
る
。
現
代
で
も
利
用
者
の
過
半

数
は
初
め
か
ら
こ
の
施
設
を
終
い
の
住
み
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
も
安
住
の
場
で
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

だ
い
じ
な
一
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
老
健
施
設
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ナ
ー
シ
ソ
グ
ホ
ー
ム
を
い
や
で
も
連
想
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特
養
ホ
ー
ム
の
現
実

高
額
高
級
の
有
料
老
人
ホ
ー
ム
で
は
宣
伝
通
り
の
医
療
の
あ
る
終
身
看
護
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る

が
、
高
額
で
あ
っ
て
も
、
な
か
に
は
、
う
た
い
文
句
の
よ
う
な
医
療
つ
き
終
身
看
護
を
実
行
し
な
い
と
こ
ろ
も

少
な
く
な
い
。
し
ょ
せ
ん
有
料
老
人
ホ
ー
ム
は
利
益
追
及
を
免
れ
な
い
。
金
次
第
が
露
骨
に
現
れ
て
い
る
の
が

有
料
ホ
ー
ム
の
世
界
で
あ
る
か
ら
、
事
前
調
査
は
ぜ
つ
た
い
必
要
で
あ
る
。

で
は
、
お
も
に
老
齢
年
金
程
度
の
収
入
に
頼
る
一
般
庶
民
は
、
家
以
外
に
ど
こ
へ
行
け
ば
安
住
の
地
が
あ
る

の
か
。
制
度
と
し
て
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
し
か
な
い
。
そ
の
建
設
に
は
高
率
補
助
、
運
営
費
は
全
額
公
的

負
担
だ
か
ら
、
利
潤
追
及
は
い
っ
さ
い
厳
禁
。
国
や
都
道
府
県
の
強
い
監
督
下
に
あ
る
か
ら
、
あ
る
程
度
の
福

祉
水
準
は
維
持
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
せ
る
。
ナ
ー
シ
ソ
グ
ホ
ー
ム
は
ア
メ
リ
カ
の
国
内
最
大
の
恥
部
と
し
て
そ
の
腐
敗
が
広
範
囲
に
及
ん
で
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
老
人
た
ち
を
「
天
国
に
移
る
前
に
地
獄
を
通
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
深
く
嘆
か
せ
て
い
る
。
出
発
間

も
な
い
い
ま
の
老
健
施
設
に
ひ
ど
い
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
ま
だ
聞
こ
え
て
こ
な
い
が
、
も
と
も
と
低
医
療
低
福
祉

を
そ
の
性
格
と
し
、
当
事
者
間
の
自
由
契
約
だ
か
ら
、
そ
の
前
途
は
け
っ
し
て
明
る
く
は
な
い
。
私
た
ち
、
ま

た
は
子
や
孫
た
ち
の
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ナ
ー
シ
ソ
グ
ホ
ー
ム
の
よ
う
な
悲
劇
は
絶
対
に
阻
止
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
悪
の
萌
芽
を
早
期
に
摘
み
と
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
そ
れ
を
怠
っ
た
報
い

に
、
い
ま
苦
し
ん
で
い
る
。
消
費
者
運
動
が
い
ま
か
ら
し
っ
か
り
準
備
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
「
あ
る
程
度
」
で
あ
る
。
某
県
福
祉
施
設
職
員
の
集
ま
り
で
「
寝
た
き
り
に
な
っ
た

時
、
老
人
病
院
、
老
健
施
設
、
特
養
ホ
ー
ム
の
う
ち
い
ず
れ
を
選
ぶ
か
」
と
問
う
た
。
答
は
、
老
人
病
院
○
％
、

特
養
ホ
ー
ム
三
％
、
老
健
施
設
七
○
％
、
そ
の
他
。
特
養
三
％
と
は
ゼ
ロ
に
近
い
。
ホ
ー
ム
の
園
長
や
職
員
た

ち
は
自
ら
の
老
人
施
設
利
用
を
断
平
拒
否
し
て
い
る
。
そ
の
程
度
の
福
祉
水
準
で
あ
る
（
全
社
協
刊
『
生
活
と

福
祉
』
獺
号
）
・
老
健
施
設
に
七
○
％
と
期
待
が
集
中
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
当
時
は
名
前
だ
け
で
誰
も
そ
の

実
態
を
知
ら
な
い
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。

老
人
ホ
ー
ム
で
は
三
度
死
ぬ
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
一
度
め
は
死
ん
だ
つ
も
り
で
ホ
ー
ム
に
入
所
。
二
度
め

は
死
ん
だ
つ
も
り
で
ホ
ー
ム
生
活
を
耐
え
る
。
三
度
め
は
身
内
の
み
と
り
も
な
い
ま
ま
の
寂
し
い
死
。
多
く
の

人
が
そ
う
し
た
覚
悟
で
入
る
か
ら
、
思
っ
た
よ
り
は
よ
い
と
安
心
す
る
。
最
悪
よ
り
は
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

利
用
者
の
中
に
は
「
よ
そ
目
に
は
終
着
駅
と
思
い
し
に
い
ざ
来
て
み
れ
ば
始
発
駅
な
り
」
（
佐
賀
・
特
養
済

昭
園
報
）
と
思
う
。
さ
あ
生
き
直
す
の
だ
と
新
出
発
の
心
意
気
で
あ
る
。
相
愛
の
二
人
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
「
ひ

と
が
見
る
と
全
く
絶
望
的
に
見
え
る
状
況
の
中
か
ら
、
私
た
ち
は
生
き
直
す
の
だ
」
と
誓
い
あ
い
、
「
い
ざ
生

き
め
や
も
」
と
新
出
発
を
す
る
。
（
堀
辰
雄
・
『
風
立
ち
ぬ
』
）
お
年
よ
り
は
そ
れ
を
独
り
で
し
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
幸
運
に
も
、
ホ
ー
ム
も
そ
の
願
い
に
応
え
て
、
老
人
の
積
極
性
が
生
か
さ
れ
る
と
、
「
夏
雲

の
重
な
る
ご
と
く
幸
が
来
る
」
（
岩
手
・
特
養
関
生
園
報
）
と
ま
で
高
揚
す
る
の
で
あ
る
。

わ
が
大
分
県
の
日
田
市
・
特
養
・
中
ノ
島
園
の
森
山
ち
よ
子
さ
ん
（
当
時
七
十
五
歳
）
の
場
合
が
全
く
そ
う

で
あ
る
。
ま
ず
、
彼
女
は
園
の
入
り
口
に
た
ど
り
つ
き
、
か
ら
く
も
立
っ
て
い
る
。
ｌ
玄
関
で
車
イ
ス
に
乗
せ
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「
外
れ
」
に
泣
く
お
年
よ
り

し
か
し
、
現
実
は
利
用
者
に
と
っ
て
当
た
り
外
れ
の
あ
る
悲
し
み
が
待
っ
て
い
る
。
新
著
「
老
い
の
波
間
に
」

（
平
成
四
年
・
海
鳥
社
）
を
出
さ
れ
た
樋
口
昊
子
さ
ん
（
福
岡
県
）
は
、
戦
傑
す
べ
き
報
告
を
し
て
い
る
。

ｌ
自
分
の
考
え
を
は
っ
き
り
主
張
す
る
Ｓ
さ
ん
は
施
設
の
中
で
は
異
分
子
。
だ
か
ら
だ
ん
だ
ん
不
当
な
処
遇
を

受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
、
ナ
ー
ス
コ
ー
ル
を
外
さ
れ
、
お
む
つ
交
換
回
数
も
減
ら
さ
れ
る
。
Ｓ
さ
ん
は
ワ
ー
プ

ロ
は
ボ
ー
ル
ペ
ン
で
押
さ
え
て
打
ち
意
志
表
示
は
で
き
る
の
で
、
そ
の
実
状
を
ワ
ー
プ
ロ
で
打
っ
て
県
庁
に
訴

ら
れ
て
花
束
を
頂
い
た
。
こ
れ
で
び
っ
く
り
し
て
い
る
と
、
寮
母
さ
ん
た
ち
が
並
ん
で
拍
手
で
迎
え
て
下
さ
っ

た
。
部
屋
の
入
口
に
は
花
を
描
き
「
歓
迎
」
と
私
の
名
前
を
書
い
て
あ
っ
た
。
あ
あ
、
来
て
よ
か
っ
た
！
ｌ
園

内
の
温
か
い
こ
と
春
の
よ
う
で
す
。
自
由
に
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
が
で
き
る
と
は
。
そ
れ
を
思
い
、
こ
れ
を

思
い
、
こ
こ
は
天
国
。
ｌ
今
ま
で
や
っ
た
こ
と
の
な
い
ラ
ジ
オ
体
操
・
習
字
・
音
楽
・
踊
り
・
手
芸
。
人
前
で

歌
っ
た
こ
と
も
な
い
の
に
歌
っ
た
り
、
初
め
て
の
こ
と
ば
か
り
。
で
き
て
も
、
で
き
な
く
て
も
、
体
を
動
か
し
、

頭
を
使
い
、
一
日
で
も
長
く
元
気
で
い
た
い
。
（
園
報
鴫
号
）

赤
星
園
長
に
語
っ
た
言
葉
は
尊
す
ぎ
る
。

「
私
は
ず
い
ぶ
ん
働
い
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
炊
事
、
洗
濯
が
全
く
だ
め
に
な
っ
た
の
で
、
死
ぬ
前
一
年

間
で
よ
い
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
し
た
い
な
あ
、
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
今
な
の
。
あ
ん
ま
り
希
望
通
り

な
の
で
、
夢
な
の
か
な
、
長
く
続
く
か
し
ら
、
と
時
ど
き
不
安
に
な
り
ま
す
」
。
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え
た
。
施
設
長
は
県
庁
Ｏ
Ｂ
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
手
紙
は
そ
の
ま
ま
施
設
長
に
逆
送
さ
れ
た
。
Ｓ
さ
ん
は
直
ち

に
個
室
に
隔
離
、
両
手
を
ベ
ッ
ド
に
縛
ら
れ
（
ワ
ー
プ
ロ
を
打
た
さ
な
い
た
め
）
、
猿
ぐ
つ
わ
を
さ
れ
る
（
わ

め
か
さ
な
い
た
め
に
）
・
「
い
ら
ん
こ
と
を
す
る
か
ら
、
こ
ん
な
め
に
あ
う
の
よ
・
自
業
自
得
よ
」
と
寮
母
た

ち
は
面
罵
す
る
。
（
平
成
四
年
六
月
号
「
老
人
生
活
研
究
」
）
こ
れ
で
は
園
全
体
が
監
獄
。
監
督
す
る
県
も
間

接
的
に
こ
れ
に
加
担
し
て
い
る
結
果
で
あ
る
か
ら
、
恐
る
べ
き
事
態
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
は
極
端
に
悪
い
ホ
ー
ム
の
話
し
で
あ
る
が
、
樋
口
氏
は
説
明
し
て
い
る
。
「
ど
ん
な
に
入
居
者
の
主
体

性
う
ん
ぬ
ん
と
言
い
な
が
ら
も
、
老
人
施
設
で
の
生
活
に
は
施
設
の
流
れ
が
あ
る
。
こ
の
流
れ
に
逆
ら
っ
て
個

を
通
す
こ
と
は
大
変
む
ず
か
し
い
。
施
設
で
は
異
分
子
扱
い
に
さ
れ
る
」
と
。
い
わ
ゆ
る
「
問
題
老
人
」
に
さ

れ
る
。
自
主
的
な
利
用
者
に
は
そ
の
危
険
性
が
常
に
つ
い
て
回
る
。
施
設
は
構
造
的
に
こ
わ
い
所
で
あ
る
。

再
び
樋
口
さ
ん
の
某
特
養
ホ
ー
ム
訪
問
記
を
み
よ
う
。
彼
女
は
特
養
の
元
寮
母
長
と
し
て
ホ
ー
ム
の
お
年
よ

り
と
哀
歓
を
共
に
さ
れ
た
人
で
あ
る
。

ｌ
園
長
さ
ん
は
説
明
し
ま
す
。
「
私
は
一
一
１
－
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
こ
そ
音
楽
と
思
っ
て
い
る
。
演
歌
、
浪
曲
、

民
謡
は
ジ
メ
ジ
メ
し
て
い
る
の
で
大
嫌
い
。
だ
か
ら
老
人
た
ち
に
は
歌
わ
せ
ま
せ
ん
」
。
た
だ
び
っ
く
り
。
た

ま
り
か
ね
て
「
そ
れ
で
は
お
年
よ
り
は
戸
惑
い
ま
せ
ん
か
」
と
。
「
そ
ん
な
老
人
は
よ
そ
の
ホ
ー
ム
へ
行
っ
て

も
ら
い
ま
す
。
そ
れ
で
な
く
て
も
私
の
ホ
ー
ム
は
県
庁
か
ら
一
番
よ
い
ホ
ー
ム
と
評
価
さ
れ
、
人
気
が
あ
っ
て

入
所
順
番
待
ち
の
人
が
た
く
さ
ん
控
え
て
い
ま
す
」
（
東
海
教
育
研
究
所
・
望
星
一
月
号
・
拙
著
『
終
わ
り
よ

け
れ
ば
』
羽
頁
に
再
掲
）
。
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老
い
人
に
管
理
は
不
要
、
必
要
な
の
は
支
え

こ
の
よ
う
に
特
養
ホ
ー
ム
に
も
内
容
は
ピ
ン
か
ら
キ
リ
ま
で
あ
る
。
だ
か
ら
利
用
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
訪

問
し
て
自
分
で
あ
る
い
は
家
族
が
そ
の
目
で
確
か
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
悪
臭
が
漂
う
て
は
い
な
い
か
。
お
む

つ
交
換
は
一
日
何
回
か
（
某
県
の
優
良
指
定
を
受
け
て
い
る
ホ
ー
ム
が
一
日
三
回
交
換
と
い
う
あ
き
れ
た
ケ
ー

ス
も
あ
る
）
・
職
員
の
利
用
者
に
対
す
る
も
の
の
言
い
方
は
ど
う
か
。
夕
食
メ
’
－
１
－
に
お
汁
が
つ
い
て
い
る

か
（
昼
食
か
ら
無
い
所
も
あ
る
）
床
ず
れ
は
な
い
か
な
ど
Ｉ
。

し
か
し
、
日
本
の
現
実
は
、
利
用
者
に
そ
ん
な
ホ
ー
ム
選
択
の
自
由
は
許
し
て
い
な
い
。
ど
こ
か
に
入
れ
て

も
ら
え
ば
幸
運
と
喜
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
養
ホ
ー
ム
が
絶
対
的
に
不
足
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
近
代
国
家

の
な
か
で
日
本
は
量
的
に
も
最
低
。
せ
め
て
一
町
村
に
一
か
所
は
必
要
で
あ
る
。
老
健
施
設
と
ち
が
っ
て
特
養

ホ
ー
ム
は
ほ
ぼ
全
額
が
公
的
費
用
だ
か
ら
、
公
共
団
体
は
増
設
に
積
極
的
で
な
く
、
既
存
の
特
養
ホ
ー
ム
が
ま

こ
ん
な
ホ
ー
ム
で
生
活
す
る
お
年
よ
り
は
絶
対
者
た
る
園
長
の
前
で
は
首
を
す
く
め
、
お
追
従
笑
い
で
、
た

だ
た
だ
感
謝
の
媚
態
を
演
ず
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
自
他
共
に
県
下
一
と
評
価
さ
れ
る
所
に
も
こ
ん
な
深
刻
な

問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。
利
用
者
の
主
体
性
ｌ
自
己
決
定
性
の
尊
重
は
カ
ヶ
ラ
も
な
い
。
そ
れ
に

「
県
こ
の
施
設
も
県
も
全
く
気
づ
か
な
い
こ
と
こ
そ
根
源
的
悪
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

特
養
を
利
用
す
る
消
費
者
と
し
て
、
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
市
民
運
動
だ
け
が
、
こ
れ
ら
ホ
ー
ム
に
内
在
す

る
危
険
を
本
質
的
に
是
正
で
き
る
力
で
あ
る
。
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た
競
争
相
手
が
ふ
え
る
こ
と
を
拒
ん
で
い
る
。
競
争
原
理
の
働
か
な
い
と
こ
ろ
に
質
的
向
上
は
な
い
。
つ
ま
り
、

日
本
の
特
養
ホ
ー
ム
は
質
量
両
面
に
お
い
て
劣
っ
て
い
る
。

質
的
に
さ
ら
に
劣
っ
て
い
く
こ
と
は
構
造
的
に
明
ら
か
で
あ
る
。
直
接
介
護
職
員
数
の
配
置
基
準
は
、
老
人

四
・
五
人
に
一
人
の
寮
母
と
い
う
他
の
近
代
国
家
に
み
ら
れ
な
い
低
さ
で
あ
る
う
え
に
、
い
ま
や
特
養
入
所
者

が
重
度
化
い
ち
じ
る
し
く
、
病
院
の
見
離
し
た
重
患
（
い
わ
ゆ
る
三
か
月
退
院
）
入
所
が
増
加
。
反
面
、
職
員

数
は
増
加
し
な
い
。
当
然
そ
の
分
利
用
者
の
お
世
話
に
は
ね
返
り
、
低
下
す
る
。
任
運
荘
に
例
を
と
ろ
う
。
こ

こ
三
年
間
、
平
成
元
年
度
’
三
年
度
で
新
し
い
入
所
者
は
二
十
六
人
。
う
ち
七
人
が
自
宅
か
ら
、
十
三
人
は
病

院
か
ら
の
送
り
こ
み
。
老
健
施
設
か
ら
五
人
、
養
護
ホ
ー
ム
か
ら
一
人
。
本
来
は
「
自
宅
」
と
「
養
護
」
か
ら

の
入
所
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
現
在
は
三
○
％
に
下
が
っ
て
い
る
。
重
篤
状
態
で
病
院
か
ら
送
ら
れ
て
来
て
、
ホ
ー

ム
滞
在
期
間
わ
ず
か
五
カ
月
以
内
の
死
亡
者
が
三
人
も
い
る
（
任
運
荘
・
平
成
二
年
の
「
死
亡
者
滞
在
年
数
」

は
８
年
８
カ
月
。
平
常
年
は
５
１
６
年
）
・
そ
の
外
に
極
度
に
激
し
い
俳
個
が
三
人
。

さ
て
、
こ
う
し
た
職
員
定
数
の
劣
悪
さ
に
加
え
て
、
政
府
は
在
宅
福
祉
の
三
大
柱
の
一
と
称
し
て
、
特
養
ホ
ー

ム
（
主
と
し
て
私
立
）
に
お
年
よ
り
の
一
時
預
か
り
制
度
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
を
人
数
制
限
も
な
く
押
し
つ

け
が
ま
し
く
要
望
し
て
い
る
。
人
件
費
の
増
は
皆
無
だ
か
ら
、
結
局
入
居
者
に
さ
ら
に
し
わ
よ
せ
さ
れ
る
。
そ

の
う
え
、
雑
居
制
が
鉄
則
。
個
室
の
な
い
と
こ
ろ
に
個
人
の
自
由
と
尊
厳
は
ま
も
ら
れ
な
い
。
い
き
お
い
過
剰

な
管
理
主
義
が
支
配
的
に
な
る
。
心
も
身
も
弱
っ
た
高
齢
者
に
管
理
は
不
要
で
あ
る
。
必
要
な
の
は
支
え
だ
け

で
あ
る
。

214



限
り
な
く
家
に
近
づ
け
ば
〃
こ
こ
は
楽
土
〃

最
後
に
特
養
ホ
ー
ム
の
長
所
を
一
つ
。
病
院
、
老
人
保
健
施
設
の
二
者
と
ち
が
っ
て
、
特
養
は
終
生
ま
で
お

世
話
を
す
る
日
本
唯
一
の
場
所
で
あ
る
と
い
え
る
。
特
養
の
職
員
は
そ
う
思
い
定
め
、
３
Ｋ
（
き
た
な
い
。
き

つ
い
・
給
料
が
安
い
）
と
い
う
日
本
最
大
の
苛
酷
な
職
業
に
た
え
て
老
人
を
看
守
り
続
け
て
い
る
。
こ
の
事
実

を
知
る
な
ら
ば
誰
も
が
「
寮
母
は
宝
」
と
脱
帽
す
る
。
「
い
つ
く
し
み
育
て
も
な
さ
ぬ
人
び
と
に
守
ら
れ
て
吾

死
後
を
頼
み
い
」
（
神
戸
・
万
寿
苑
）
、
こ
れ
が
多
く
の
ホ
ー
ム
利
用
者
の
心
情
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
わ
が
任
運
荘
の
概
略
を
。
十
七
年
前
の
建
物
は
あ
ま
り
に
も
貧
相
、
そ
し
て
五
○
人
の
最
小
規
模
の

私
立
ホ
ー
ム
。
実
現
で
き
て
い
る
の
は
次
の
六
項
目
。
幾
度
も
述
べ
て
き
た
が
、
①
お
年
よ
り
の
自
由
意
志
を

い
っ
さ
い
束
縛
し
な
い
②
お
む
つ
は
濡
れ
た
感
じ
を
い
っ
さ
い
与
え
な
い
③
床
ず
れ
な
し
④
間
仕
切
り

カ
ー
テ
ン
で
雑
居
制
か
ら
プ
ラ
イ
毒
ハ
シ
ー
を
守
る
⑤
悪
臭
な
し
⑥
老
人
の
異
常
行
動
は
お
世
話
の
異
常
さ

に
起
因
す
る
と
考
え
て
介
護
す
る

利
用
料
（
負
担
金
）
は
ど
れ
く
ら
い
か
。
貧
し
け
れ
ば
無
料
、
収
入
の
額
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
最
高
額
は
月

二
十
万
円
。
つ
ま
り
、
人
に
よ
っ
て
ち
が
う
。
そ
の
う
え
扶
養
義
務
者
に
も
所
得
税
額
に
よ
っ
て
一
定
の
負
担

が
か
か
る
。
そ
れ
も
お
か
し
な
仕
組
み
で
あ
る
。
だ
か
ら
収
入
の
あ
る
人
た
ち
に
と
っ
て
は
病
院
、
老
健
施
設

入
所
よ
り
も
は
る
か
に
高
く
つ
く
の
で
敬
遠
さ
れ
て
い
る
。
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医
療
は
恵
ま
れ
て
お
り
、
隣
接
す
る
公
立
総
合
病
院
が
協
力
病
院
、
院
長
が
わ
が
嘱
託
医
、
夜
中
で
も
往
診
、

急
性
疾
患
は
す
ぐ
入
院
、
か
く
医
療
は
整
っ
て
い
る
か
ら
、
利
用
者
は
安
心
し
て
い
る
。
「
お
年
寄
り
へ
の
お

願
い
」
（
郷
頁
参
照
）
九
項
目
は
逆
に
任
運
荘
の
日
々
の
具
体
的
な
指
針
で
、
ふ
つ
う
の
暮
ら
し
へ
近
づ
け
た

い
と
す
る
利
用
者
職
員
一
体
の
動
き
を
伝
え
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
心
情
が
次
の
数
字
に
出
て
い
る
よ

う
な
気
も
す
る
。

平
成
元
年
の
調
査
で
一
部
は
前
章
終
わ
り
に
示
し
た
が
、
五
○
人
中
意
識
不
充
分
で
答
の
な
い
十
一
人
を
除

い
た
三
十
九
人
の
答
え
で
あ
る
。
（
）
内
は
平
成
三
年
の
調
査
（
五
十
人
中
回
答
可
能
者
四
十
五
人
）
。

「
今
の
任
運
荘
暮
ら
し
は
？
」
１
１
①
満
足
二
八
人
（
三
六
人
）
②
ま
あ
ま
あ
満
足
九
人
（
九
人
）
③
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
不
満
足
一
人
（
○
人
）
④
よ
そ
へ
移
り
た
い
一
人
（
○
人
）
①
②
の
合
計
は
九
五
％
（
平
成
三

年
は
一
○
○
％
）

私
た
ち
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
高
い
数
字
で
あ
る
。
こ
ん
な
ホ
ー
ム
で
も
満
足
し
て
く
だ
さ
る
。
こ
れ
よ
り
あ

り
が
た
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

「
家
に
帰
っ
て
暮
ら
し
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」
１
１
①
家
で
暮
ら
し
た
い
五
人
（
二
人
）
②
ず
っ
と
任

運
荘
で
暮
ら
し
た
い
十
四
人
（
二
八
人
）
③
任
運
荘
に
い
て
と
き
ど
き
家
に
帰
り
た
い
十
八
人
（
十
五
人
）
④

家
に
帰
っ
て
悪
く
な
っ
た
ら
こ
こ
に
戻
り
た
い
二
人
（
○
人
）
②
③
合
計
が
八
二
％
（
九
六
％
）

「
死
ぬ
と
き
は
ど
こ
が
よ
い
で
す
か
？
」
１
１
①
家
十
四
人
’
三
六
％
（
十
人
’
二
二
％
）
②
任
運
荘
二
四

人
’
六
一
・
五
％
（
三
二
人
’
七
一
％
）
③
病
院
一
人
（
三
人
’
六
％
）
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任
運
荘
と
は
？

試
み
に
任
運
荘
の
寮
母
た
ち
に
「
任
運
荘
と
は
ど
う
い
う
所
か
？
一
言
で
答
え
よ
」
と
問
う
と
、
た
ち
ど
こ

ろ
に
「
六
項
目
を
実
現
し
て
い
る
所
」
と
返
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
彼
女
た
ち
は
そ
う
自
覚
的
に
お
世
話
の
仕
事

を
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
言
う
の
も
私
の
主
観
的
判
断
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
最
近
、
客
観
的
資
料
、
東
京
都
老
人
総
合
研
究
所
の
報
告
書
が
出
さ
れ
た
。
任
運
荘
も
そ
の
調
査

対
象
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
任
運
荘
に
対
し
て
全
体
平
均
値
と
比
べ
て
そ
の
偏
差
値
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
平
成
四
年
三
月
１
四
月
に
、
全
国
の
五
九
施
設
の
寮
母
職
を
中
心
と
す
る
秘
密
厳
守
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
、

「
調
査
対
象
者
の
主
観
的
な
回
答
の
結
果
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
個
人
的
な
回
答
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は

平
成
三
年
の
調
査
結
果
は
（
）
内
の
数
字
が
示
す
よ
う
に
さ
ら
に
高
い
率
を
示
し
て
、
記
す
の
に
た
め
ら

い
は
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
記
し
て
お
こ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
終
の
住
み
か
と
し
て
の
特
養
は
限
り
な
く
家
に
近
づ
く
べ
き
こ
と
を
利
用
者
は
強
く
暗

示
し
て
い
る
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
数
字
で
文
の
最
後
を
結
ぶ
な
ど
、
厚
か
ま
し
す
ぎ

る
が
、
利
用
者
の
皆
さ
ん
の
、
け
ん
め
い
に
働
く
寮
母
た
ち
へ
の
想
い
で
あ
る
と
し
て
、
許
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
雑
誌
『
い
つ
と
』
犯
号
特
集
・
あ
な
た
の
終
の
住

み
か
は
ど
こ
・
平
成
三
年
四
月
号
所
収
、
加
筆
。
）
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客
観
的
な
状
況
を
表
わ
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
職
員
の
中
の
多
く
の
人
た
ち
が
同
じ
傾
向
を
示
し
て
い

る
と
す
れ
ば
、
こ
の
報
告
で
示
さ
れ
た
平
均
値
は
、
あ
る
て
い
ど
、
客
観
的
な
状
況
を
表
わ
し
て
い
る
と
思
う
」

と
、
同
研
究
所
は
言
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
貴
施
設
の
平
均
値
が
、
こ
の
調
査
の
全
国
サ
ン
プ
ル
の
平
均
と
比
べ
て
、
統
計
的
に
大
き
い
場
合
は
、
十
、

十
十
、
十
十
十
の
記
号
、
小
さ
い
場
合
は
一
、
二
、
二
一
の
三
段
階
に
記
さ
れ
て
い
る
」
・

た
く
さ
ん
の
調
査
項
目
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
「
あ
な
た
の
職
場
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
、

ど
れ
く
ら
い
当
て
は
ま
り
ま
す
か
」
の
二
十
二
項
目
を
見
よ
う
。
そ
の
う
ち
任
運
荘
の
偏
差
値
の
示
さ
れ
て
い

る
の
は
、
十
項
目
、
そ
れ
以
外
十
二
項
目
は
平
均
値
、
つ
ま
り
「
ふ
つ
う
」
・
マ
イ
ナ
ス
の
㈲
は
○
。
プ
ラ
ス

の
㈹
が
一
つ
は
六
つ
。
二
つ
は
四
つ
。
三
つ
は
○
．
㈹
が
二
つ
に
な
っ
て
い
る
左
の
四
項
目
は
他
と
比
較
し
て

著
し
い
点
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
私
の
職
場
で
は
、
利
用
者
の
気
持
ち
を
配
慮
し
た
思
い
や
り
の
あ
る
介
護
が
な
さ
れ
て
い
る
」

「
私
の
職
場
で
は
、
利
用
者
は
一
人
の
人
間
と
し
て
尊
重
さ
れ
大
切
に
さ
れ
て
い
る
」

「
私
の
職
場
で
は
、
介
護
の
い
ろ
い
ろ
の
工
夫
や
新
し
い
試
み
が
多
く
な
さ
れ
て
い
る
」

「
施
設
長
ま
た
は
中
心
管
理
者
が
施
設
運
営
の
方
針
を
は
っ
き
り
示
す
」

任
運
荘
の
利
用
者
が
、
前
節
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
家
」
よ
り
も
「
任
運
荘
」
を
選
び
、
こ
こ
で
の
暮
ら
し

の
満
足
度
が
百
。
ハ
ー
セ
ソ
ト
に
達
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
こ
の
調
査
が
示
し
て
い
る
こ
と
と
密

接
な
関
係
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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[各回答の人数］

あなた…こついて、次のようなことがどのくらい当てはまります力､

（磯:窯喪謂3人）

１
１

＋
＋

＋
＋

無
回
答
１
０
Ⅸ
Ⅸ

よ
く
当
て
は
ま
る
Ｉ
７
９
ｕ

少
し
当
て
は
ま
る
ｌ
４
４
１

あ
ま
り
当
て
は
ま
ら
な
い
１
２
０
０

全
く
当
て
は
ま
ら
な
い
１
０
０
０

1.息の鰯では､利用者の生活の自立をできるだけ援助するような介蔑がされている

2.私の鰯では､私用者の”ちを醜した思いやりのある介覆がされている…．."･’

3.私の軸では､私用者は一人の人間として軸され大切にされている．．…･･………･‘

4.私の鰯では､噸者のひとりひとりの個別のニードにあった介蔑がされている

5.坤中に､困ったときにはお互いに支えあう雰囲気がある…………………･･…‘

6.“で､仕事の“縮みを無に艦し合える…･…･…"…･…･………･……．｡…･“

０
０
０

７
４
４

４
４
４

２
４
４

０
１
１

7.鰯の中て洞でも甘い合える魁がある…….．…･･･"･“…･"･"…･…･……･“

8.私の軸では､介痩のいろいろな工夫や新い､試みが多くなされている

9.私蝿の人たちは､介凄の仕事に鼎心で､仕事への溌吹が高い｡……“

４
６
６

４
７
６

３
０
１

２
０
０

0

0（＋+）

0

10.私の鞠には､活気がある･･…"･"･･･……････"…･……‘

11.仕事に必要な傭侃が､いつも十分に伝わっている．…“

12.仕事の方法や問図点について諾し合う鑑が十分ある

0 4 4 5 0

0 2 9 2 0

0 2 7 4 0( +)

1 3 5 4 0（ ＋）

2 1 6 4 0

0 3 7 3 0（ ＋）

13."上に必嬰な教育やﾛ鰊を受ける機会が十分にある････…････････………･･･…･“

14.仕事上の閥囲があれば､B帽や指導を受けられる体制がある……･･…････．."･"･‘

15.湿眠または中,[…が､厨極的に職員の提案鐡普恵見を取り上げる

16.施設長または中[釣…が､処遇蝿の状況をよく把握している････…････"“

17.鯉畏または中[…が､億鯉営の方針をはっきりと示す…．．……･･･"・・

18.億段長または中[…が､あるべき蝿の理念をはっきりと持っている･･･

19.…または杖…が､閥極的に指導力を碑している…･･････……･…“

鋤_璽畏さたは中{…が､質の高↓仕事をするように職員に要求する.･･･“

刑_錘畏さたは中t…が､仕事に意欲的で､魚意がある……･….．…，."…”

”_瞳砂畏さたは中[…の方針や考え方力“の人たちに受け入れられている

0

0（＋+）

0（ ＋）

２
７
９

７
５
２

２
１
１

２
０
１

O( +)

0

0

６
８
６

５
３
４

１
０
０

１
２
３

O（ ＋）0 2 6 5

(東京都老人建合研究所・詞査）
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