
朝
日
新
聞
（
大
阪
本
社
弱
・
２
・
馨
は
任
運
荘
の
入
園
者
の
財
産
状
況
を
報
道
し
た
。
発
表
に
際
し
て
、
私
た

ち
の
本
心
が
誤
解
さ
れ
な
い
よ
う
、
取
材
の
黒
田
輝
政
記
者
は
私
た
ち
の
意
見
を
断
わ
り
書
き
と
し
て
、
ま
ず
冒
頭

に
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
施
設
側
か
ら
い
え
ば
、
所
得
に
応
分
の
負
担
は
当
然
。
在
宅
老
人
に
比
べ
て
、
施
設
の
人
た
ち
は
処
遇
面
で
恵

ま
れ
て
い
る
。
だ
が
、
本
当
に
入
り
た
く
て
来
る
人
は
少
な
い
。
家
で
暮
ら
せ
る
よ
う
に
力
を
つ
く
し
さ
え
す
れ
ば

来
な
く
て
も
よ
い
人
が
か
な
り
い
る
。
だ
か
ら
徴
収
し
た
費
用
を
在
宅
福
祉
に
ま
わ
し
て
ほ
し
い
。
こ
れ
が
条
件
だ
。

お
金
を
た
め
る
お
年
寄
り
の
気
持
ち
や
背
景
を
考
え
て
、
数
字
だ
け
で
考
え
な
い
で
ほ
し
い
、
と
強
調
」
。

私
た
ち
の
意
は
十
分
に
つ
く
さ
れ
て
い
る
が
、
直
接
よ
せ
ら
れ
た
反
響
は
両
極
に
分
か
れ
て
い
た
。
苦
し
み
に
耐
〕

え
て
い
る
ホ
ー
ム
生
活
者
に
そ
れ
ぐ
ら
い
の
金
が
あ
っ
て
も
少
な
す
ぎ
る
ほ
ど
だ
、
お
金
だ
け
が
唯
一
の
頼
み
だ
か

ｍ
ｌ
お
金
が
溜
ま
る

(1)

平
均
六
十
五
万
円
の
預
金
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ら
、
と
い
う
意
見
。
そ
れ
と
は
反
対
に
、
衣
食
住
保
証
さ
れ
て
な
お
在
宅
老
人
と
同
じ
く
福
祉
年
金
が
ま
る
ま
る
支

給
さ
れ
る
の
は
不
公
平
だ
、
税
金
の
ム
ダ
通
い
だ
、
と
い
う
意
見
。
し
か
し
、
両
者
に
共
通
し
て
い
る
点
が
あ
っ
た
ｐ

一
般
の
在
宅
老
人
へ
の
福
祉
政
策
は
余
り
に
も
お
粗
末
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
と
も
と
お
金
を
溜
め
よ
う
と
思
っ
て
老
人
ホ
ー
ム
を
利
用
す
る
老
人
が
い
る
は
ず
は
な
い
。
家
族
に
し
て
も
初

め
は
ど
れ
ぐ
ら
い
か
か
る
か
心
配
で
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
金
は
月
を
溜
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
話
し
を
養
護
と
特
養
の
二
施
設
の
場
合
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
養
護
ホ

ー
ム
の
老
人
た
ち
は
元
気
で
欲
求
水
準
も
特
養
に
比
べ
て
高
い
の
で
、
お
金
の
使
い
工
合
も
多
く
て
当
然
で
あ
ろ
う
。

だ
か
ら
、
以
下
述
べ
る
実
態
は
特
養
と
し
て
の
任
運
荘
の
そ
れ
で
あ
り
、
こ
こ
は
開
所
以
来
五
年
を
過
ぎ
た
ば
か
り

で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
古
い
特
養
は
よ
り
多
額
で
あ
り
、
若
い
特
養
は
よ
り
下
回
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
施
設
運
営

の
性
格
的
違
い
に
よ
っ
て
著
し
い
差
異
も
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
。

な
ぜ
、
お
金
が
溜
ま
る
か
。
老
人
の
通
性
と
し
て
余
り
に
も
節
約
的
な
日
常
で
あ
る
こ
と
、
家
族
が
老
人
に
金
を

か
け
た
が
ら
な
い
こ
と
、
ホ
ー
ム
生
活
者
に
と
っ
て
福
祉
年
金
が
使
い
き
れ
な
い
ほ
ど
の
額
に
達
し
た
こ
と
な
ど
に

季
節
の
移
り
変
わ
り
に
家
族
が
面
会
時
に
持
っ
て
来
る
衣
類
に
は
、
自
分
た
ち
の
着
古
し
た
も
の
、
つ
ぎ
の
当
て

は
ん
て
ん

た
も
の
が
多
い
。
老
人
も
新
し
く
購
入
す
る
こ
と
に
は
決
断
が
つ
か
ず
、
一
年
間
で
衣
類
は
絆
纒
、
ネ
ル
長
着
、
肌

着
、
外
出
着
と
し
て
の
ウ
ー
ル
着
物
、
ワ
ン
ピ
ー
ス
等
で
、
購
入
し
た
者
は
五
十
名
中
十
六
名
で
、
そ
れ
も
相
当
説

よ
る
。
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預
金
の
つ
ど
何
は
さ
て
お
き
通
帳
に
眼
を
通
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
Ａ
さ
ん
は
預
金
高
を
記
入
し
て
も
ら

っ
て
そ
れ
を
財
布
の
中
に
入
れ
、
毎
日
「
本
当
に
こ
れ
だ
け
あ
る
の
か
」
と
問
い
合
わ
せ
に
く
る
。
預
金
の
一
番
多

得
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
開
設
し
て
五
年
め
、
や
っ
と
老
人
た
ち
が
小
ざ
っ
ば
り
し
て
き
た
。

さ
て
、
表
加
は
五
十
四
年
十
一
月
現
在
の
老
人
五
十
名
の
お
金
の
持
ち
ぐ
あ
い
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

入
所
時
に
す
で
に
預
金
帳
を
持
っ
て
い
る
人
は
ご
く
稀
で
、
五
十
名
中
八
名
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
す
べ
て
養
護
ホ

ー
ム
か
ら
任
運
荘
に
移
住
す
る
時
に
そ
の
ま
ま
継
続
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
家
族
に
お
金
を
管
理
さ
れ
て
い

る
者
五
名
を
除
く
と
、
三
十
七
名
は
新
し
く
通
帳
を
作
成
、
い
わ
ば
無
一
文
の
状
態
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

表
加
老
人
の
預
金
状
況
翁
。
ｎ
月
現
在
ｌ
任
運
荘
）

－
－

す

－

年
金
は
家
族
が
と
っ
て
し
ま
っ
て
－

－

－
I■■■■■■
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当
ホ
ー
ム
に
預
金
通
帳
を
管
理
さ

せ
て
い
る

年
金
は
家
族
が
と
っ
て
、
ホ
ー
ム

か
ら
の
月
三
千
円
と
、
家
族
か
ら

の
小
額
の
小
遣
い

公
的
年
金
が
主
な
収
入

名
万

０
１

１
４

9,881円

35名

2,284

万

9,472

円

4万

1,988円

65万

2,842
円



い
Ｂ
さ
ん
（
九
一
）
の
が
六
百
四
十
万
千
二
百
七
十
九
円
で
、
財
源
は
戦
死
し
た
二
人
の
息
子
の
公
務
扶
助
料
で
あ
る
。
麺

支
給
日
に
は
必
ず
「
通
帳
を
一
日
預
か
ら
せ
て
」
と
納
得
の
い
く
ま
で
握
り
し
め
て
計
算
を
し
て
い
る
。

彼
女
は
こ
こ
に
来
る
ま
で
の
養
護
ホ
ー
ム
で
は
、
供
物
を
老
人
や
職
員
に
ふ
る
ま
う
こ
と
を
生
き
が
い
と
し
て
い

た
ら
し
い
。
任
運
荘
で
は
老
人
個
人
が
職
員
は
も
ち
ろ
ん
他
の
老
人
達
と
物
品
を
授
受
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い

る
。
「
前
の
ホ
ー
ム
で
は
職
員
さ
ん
も
あ
り
が
た
く
頂
い
て
く
れ
た
。
お
金
を
百
万
円
寄
付
し
よ
う
と
し
た
ら
、
市

に
繰
り
入
れ
ら
れ
、
ホ
ー
ム
に
は
十
万
円
し
か
入
ら
な
い
か
ら
と
い
わ
れ
、
品
物
を
寄
贈
し
た
。
お
礼
に
お
祝
い
ま

で
し
て
く
れ
た
。
こ
こ
は
融
通
が
き
か
な
い
」
と
こ
ぼ
す
。

預
金
の
一
番
少
な
い
Ｃ
さ
ん
（
六
八
）
は
千
九
十
四
円
し
か
な
い
。
老
齢
福
祉
年
金
さ
え
も
受
け
ら
れ
ず
、
ホ
ー
ム

が
支
給
す
る
月
三
千
円
と
家
族
が
年
に
一
回
の
訪
問
の
折
の
一
万
円
の
小
遣
い
、
出
身
地
の
役
場
よ
り
の
見
舞
金
四

千
五
百
円
が
唯
一
の
財
源
で
あ
る
。
年
金
制
度
か
ら
切
り
捨
て
ら
れ
た
人
で
あ
る
。

老
人
た
ち
の
収
入
源
の
ほ
と
ん
ど
が
老
齢
福
祉
年
金
で
年
額
十
九
万
八
千
円
（
二
十
五
名
）
、
障
害
福
祉
年
金
二
十

九
万
七
千
六
百
円
（
四
名
）
、
身
障
年
金
四
十
二
万
余
円
（
一
名
）
、
老
齢
年
金
十
五
万
三
千
余
円
（
三
名
）
、
公
務
扶
助

料
百
四
万
三
千
円
（
一
名
）
、
同
じ
く
百
六
十
万
六
千
余
円
（
一
名
）
で
あ
る
（
五
十
五
年
度
か
ら
各
年
金
は
増
額
）
。

(2)

年
金
を
家
族
に
奪
わ
れ
て



老
人
の
金
を
預
っ
て
出
し
入
れ
す
る
の
が
一
番
気
を
使
う
仕
事
で
あ
る
。
老
人
に
毛
ほ
ど
の
疑
い
や
不
安
を
持
た

せ
て
は
な
ら
な
い
。
生
活
が
保
証
さ
れ
て
い
る
ホ
ー
ム
の
老
人
に
と
っ
て
も
、
お
金
は
命
じ
し
ん
で
あ
る
か
ら
。
現

金
支
出
に
は
本
人
の
依
頼
雷
に
受
領
印
を
お
し
、
通
帳
確
認
に
は
本
人
は
勿
論
、
面
会
の
家
族
に
も
さ
せ
る
。

Ｄ
さ
ん
の
預
金
現
在
高
は
七
十
一
万
四
千
円
で
あ
る
。
こ
れ
は
ホ
ー
ム
に
入
っ
て
か
ら
溜
り
始
め
た
。
支
出
と
し

て
は
年
に
衣
類
一
万
五
千
五
百
円
、
国
保
税
七
千
九
百
円
。
衣
類
を
買
い
入
れ
る
時
が
大
変
で
あ
る
。
「
寝
て
ば
か

り
い
る
の
に
そ
ん
な
も
の
い
ら
ん
」
と
す
げ
な
い
返
事
。
「
仕
事
も
し
な
い
で
ダ
ダ
飯
を
食
べ
る
の
に
、
そ
ん
な
に

金
が
溜
る
わ
け
が
な
い
。
人
を
馬
鹿
に
す
る
」
と
、
預
金
が
信
じ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
国
保
税
を
集
め
る
と
、

「
だ
ま
し
て
金
を
取
る
」
と
い
い
、
医
師
回
診
の
折
に
「
こ
こ
ん
人
は
金
を
だ
ま
し
取
っ
て
は
院
長
さ
ん
に
診
て
も

ら
っ
た
代
金
だ
と
い
う
が
、
本
当
か
え
」
と
、
執
着
は
強
い
。
「
何
消
買
わ
な
い
で
金
が
溜
っ
て
い
く
が
ど
う
す
る

か
」
と
問
え
ば
、
「
子
供
に
や
る
」
と
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
入
所
し
て
五
年
、
一
度
も
面
会
に
来
な
い
家
族
に
な

お
思
い
を
か
け
て
い
る
。
金
に
よ
っ
て
家
族
に
つ
な
が
ろ
う
と
し
、
ま
た
金
だ
け
に
し
か
つ
な
が
っ
て
い
な
い
家
族
。

彼
女
は
前
章
の
「
帰
省
運
動
」
で
、
帰
省
も
で
き
ず
面
会
も
な
い
の
で
狂
っ
て
「
殺
せ
」
と
叫
ん
だ
そ
の
人
で
あ
る
。

老
人
ホ
ー
ム
の
本
当
に
暗
い
風
景
で
あ
る
。

ホ
ー
ム
で
は
自
分
の
身
の
周
り
や
専
用
の
器
具
に
は
自
分
の
金
で
豊
か
に
す
る
よ
う
呼
び
か
け
て
い
る
。
し
か
し

開
所
以
来
五
十
五
年
五
月
一
日
現
在
で
利
用
者
は
延
べ
百
三
名
だ
が
、
こ
の
考
え
に
沿
っ
た
の
は
わ
ず
か
三
十
五
人

に
す
ぎ
な
い
。
安
楽
椅
子
（
四
名
）
、
応
接
セ
ッ
ト
（
夫
婦
部
屋
一
名
）
、
歩
行
器
（
十
三
名
）
、
健
康
マ
ッ
ト
（
十
五
名
）

扇
風
機
（
三
十
五
名
）
、
ポ
ー
タ
ブ
ル
水
洗
便
器
（
四
名
）
、
普
頚
便
器
（
九
名
）
、
電
気
毛
布
（
六
名
）
、
車
椅
子
（
四
名
）
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メ
ガ
ネ
（
七
名
）
、
ダ
ン
ス
（
三
名
）
、
テ
レ
ビ
（
五
名
）
、
エ
ァ
マ
ッ
ト
（
七
名
）
。

個
人
の
専
有
を
欲
し
な
い
他
の
人
た
ち
は
ホ
ー
ム
の
備
品
で
す
べ
て
を
ま
に
あ
わ
せ
て
い
る
。
老
人
ホ
ー
ム
で
は

月
三
、
四
千
円
程
度
の
現
金
か
現
物
を
老
人
に
支
給
す
る
定
め
が
あ
り
、
任
運
荘
で
は
現
金
を
支
給
し
て
き
た
が
、

こ
の
規
定
も
「
何
も
か
も
ダ
ダ
」
の
施
設
病
を
助
長
す
る
に
役
立
ち
す
ぎ
て
い
る
。
あ
る
老
人
は
「
小
遣
い
三
千
円

で
は
不
足
だ
か
ら
、
福
祉
年
金
か
ら
入
れ
足
し
て
い
る
」
と
施
設
に
恩
着
せ
が
ま
し
く
、
不
平
顔
で
い
う
。

こ
の
八
月
か
ら
利
用
者
の
一
部
負
担
が
始
ま
る
の
で
、
任
運
荘
も
そ
れ
に
合
わ
せ
て
現
金
支
給
を
廃
止
す
る
こ
と

に
し
た
ら
、
暫
く
は
呆
然
自
失
し
、
身
体
の
不
調
を
訴
え
る
者
が
続
出
し
た
。
そ
れ
程
「
ダ
ダ
」
の
思
想
は
こ
び
り

さ
き
や

つ
い
て
い
る
。
そ
の
金
を
ご
ま
か
し
て
施
設
が
と
り
あ
げ
る
つ
も
り
だ
ろ
う
、
な
ど
と
鳴
く
者
も
出
る
し
ま
つ
で
あ

る
。
お
金
に
つ
い
て
は
全
員
が
敏
感
に
反
応
す
る
。

と
も
あ
れ
、
稀
な
例
外
を
除
く
と
、
福
祉
年
金
を
全
額
預
金
に
回
わ
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

そ
の
稀
な
例
外
は
Ｅ
さ
ん
で
あ
る
。
高
血
圧
の
持
病
に
悩
ん
で
い
る
が
、
一
番
若
く
自
立
心
が
盛
ん
で
あ
る
。
一

年
の
収
入
は
老
齢
年
金
十
五
万
余
円
と
ホ
ー
ム
か
ら
の
三
万
六
千
円
、
計
十
九
万
円
弱
で
あ
る
。
支
出
は
医
療
費
の

一
部
負
担
の
二
万
五
千
円
弱
、
国
保
税
四
千
二
百
円
、
茶
一
万
円
、
タ
・
ハ
コ
三
万
六
千
円
、
自
分
で
洗
濯
す
る
の
で

洗
剤
一
万
五
千
円
、
手
芸
の
糸
代
一
万
円
、
臨
時
支
出
と
し
て
テ
レ
ビ
代
八
万
円
、
合
計
十
八
万
余
円
で
、
残
り
は

副
食
費
と
な
っ
て
い
る
。

テ
レ
ビ
購
入
の
時
預
金
は
六
万
円
し
か
な
か
っ
た
。
入
院
の
場
合
は
付
添
婦
も
必
要
だ
し
、
運
動
に
も
な
る
か
ら

広
場
の
テ
レ
ビ
を
見
る
よ
う
勧
め
る
と
、
「
私
が
病
気
を
す
る
の
を
待
っ
て
い
る
の
か
、
ホ
ー
ム
の
テ
レ
ビ
で
は
好

2“



平
均
三
十
五
万
円
の
遺
産
の
行
方

開
所
し
て
五
年
、
三
十
六
名
が
死
亡
し
た
が
、
そ
の
遺
留
金
三
十
三
名
分
（
三
名
は
家
族
管
理
）
の
総
計
は
千
百
六

十
六
万
余
円
で
、
一
人
平
均
三
十
五
万
四
千
円
と
な
る
。
死
亡
す
る
と
直
ち
に
福
祉
事
務
所
に
連
絡
、
同
所
か
ら
そ

の
遺
留
金
品
処
理
の
指
示
が
な
さ
れ
る
。
全
額
が
世
話
し
て
き
た
ホ
ー
ム
の
も
の
に
な
る
と
考
え
る
人
も
多
い
よ
う

だ
が
、
通
帳
の
ま
ま
遺
族
に
手
渡
さ
れ
る
。
現
金
化
し
て
眼
の
前
に
置
く
と
さ
す
が
に
そ
っ
く
り
は
取
れ
ず
、
相
当

額
を
施
設
に
寄
付
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
話
し
も
あ
る
。
老
親
を
施
設
に
ほ
と
ん
ど
無
料
で
預
け
て
、
死
後
遺
産

ま
で
入
っ
て
く
る
仕
組
み
を
知
れ
ば
、
お
か
し
い
と
思
う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

き
な
も
の
が
見
ら
れ
な
い
」
と
強
引
に
買
っ
た
。
彼
女
は
計
算
し
て
い
る
。
「
病
気
に
な
っ
て
も
入
院
さ
せ
な
い
で

く
れ
、
こ
こ
が
ず
っ
と
よ
い
か
ら
」
と
、
付
添
婦
の
費
用
を
初
め
か
ら
除
外
し
て
い
る
。

Ｆ
さ
ん
は
金
持
ち
で
あ
る
。
公
務
扶
助
料
百
四
万
余
円
、
老
齢
福
祉
年
金
合
計
百
二
十
六
万
五
千
円
。
そ
の
金
と

書
類
一
切
を
自
分
で
管
理
し
て
い
る
。
年
金
受
給
時
に
は
印
鑑
か
ら
探
し
始
め
る
の
で
大
変
だ
。
事
務
室
に
管
理
を

頼
ん
だ
ら
と
勧
め
る
と
、
「
こ
の
財
産
を
世
話
す
る
の
が
私
の
仕
事
、
夫
が
残
し
た
私
と
の
絆
、
私
の
命
で
す
」

「
施
設
と
い
っ
て
も
他
人
だ
か
ら
心
は
許
さ
れ
な
い
。
大
変
な
ご
ま
か
し
を
し
た
○
○
事
件
も
あ
っ
た
で
は
な
い

か
」
と
、
き
っ
ぱ
り
断
わ
る
。

領
収
書
も
財
産
の
一
部
だ
と
計
算
し
て
、
寺
へ
の
寄
付
も
十
万
円
し
て
は
い
つ
も
そ
の
領
収
を
探
し
て
い
る
。
日

夜
拝
ん
で
い
る
肝
心
の
お
位
牌
は
ダ
ン
ポ
ー
ル
箱
を
横
に
し
て
安
置
し
て
い
る
。
仏
壇
を
ど
う
し
て
も
新
調
し
な
い
。
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Ｈ
さ
ん
（
八
弓
の
場
合
。
遺
留
金
四
百
五
十
七
万
五
千
円
で
当
施
設
で
は
最
高
額
で
あ
る
。
彼
女
は
生
前
か
ら
そ

の
財
産
に
つ
い
て
は
思
い
煩
ら
っ
て
い
た
。
入
居
し
て
三
年
間
は
一
切
の
貴
重
品
を
自
分
で
管
理
し
、
そ
の
た
め
外

出
も
安
心
し
て
で
き
ず
、
衣
類
も
購
入
し
な
い
。
き
り
つ
め
た
生
活
も
、
衰
弱
期
に
入
っ
て
月
二
回
の
う
な
ぎ
を
補

食
す
る
の
が
精
一
杯
の
ぜ
い
た
く
だ
っ
た
。
貴
重
品
管
理
を
事
務
室
に
依
頼
し
た
か
と
思
う
と
、
気
分
の
よ
い
日
は

返
し
て
く
れ
と
い
う
。
「
私
の
こ
と
を
笑
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
ね
、
残
す
金
を
気
に
し
て
。
ち
ゃ
ん
と
し
て
お
か
な

い
と
、
と
思
う
ん
で
す
が
」
。

五
十
三
年
、
妹
二
人
を
呼
ん
で
遺
言
状
作
成
。
事
務
室
に
保
管
。
そ
れ
か
ら
一
年
し
て
死
亡
。
五
年
間
に
妹
の
訪

問
は
三
回
だ
っ
た
が
、
そ
っ
く
り
入
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

Ｉ
さ
ん
の
場
合
。
身
障
年
金
は
ず
っ
と
甥
が
管
理
し
て
い
た
が
、
流
行
性
肝
炎
で
入
院
し
た
時
、
付
添
い
を
拒
否

し
た
の
で
、
年
金
を
本
人
に
返
す
よ
う
要
求
し
、
初
め
て
預
金
に
年
金
が
入
り
八
万
五
千
円
弱
。
そ
の
中
か
ら
付
添

婦
料
金
四
万
四
千
円
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
再
発
す
る
が
、
費
用
が
足
り
な
い
の
で
ホ
ー
ム
の
特
別
室

で
看
護
す
る
。
Ｉ
こ
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
、
あ
る
程
度
の
預
金
が
本
当
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
入
院
時
の
付
添
料
と

時
に
は
差
額
ベ
ッ
ド
蜜
用
に
当
て
る
時
だ
け
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
多
く
の
老
人
は
平
均
三
十
五
万
円
て
い
ど
を
遺
し
て
旅
立
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
、
ホ
ー
ム
で
の
葬
儀
も

そ
の
気
に
な
れ
ば
盛
大
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
遺
族
が
そ
の
様
を
見
て
感
謝
し
、
葬
儀
費
を
さ
し
引
い
た
残
金
を

ホ
ー
ム
に
寄
付
す
る
心
理
に
な
る
と
の
こ
と
だ
が
、
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
り
に
一
銭
の
遺
留
金
が

な
く
て
も
、
あ
る
て
い
ど
の
葬
儀
は
公
費
で
十
分
行
え
る
か
ら
心
配
は
全
く
な
い
。
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任
運
荘
で
は
、
し
か
し
、
永
遠
の
旅
立
ち
だ
け
で
も
わ
が
家
で
し
て
ほ
し
い
と
い
う
老
人
の
願
い
を
代
弁
し
て
、

家
族
の
手
で
そ
の
家
で
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
せ
め
て
最
後
だ
け
で
も
家
族
が
す
る
の
が
本
当
で
あ
る
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
身
寄
り
が
ど
う
し
て
も
寄
り
つ
か
な
い
薄
幸
の
老
人
の
場
合
は
、
ホ
ー
ム
が
行
っ
た
が
、
今

ま
で
四
回
で
あ
る
。

Ｊ
さ
ん
が
死
亡
。
脳
軟
化
症
の
内
縁
の
妻
の
う
つ
る
に
見
て
い
る
眼
も
不
安
げ
で
あ
る
。
ホ
ー
ム
で
の
通
夜
に
や

っ
と
間
に
あ
っ
た
長
男
は
葬
儀
を
終
え
て
帰
り
ぎ
わ
に
、
「
預
金
が
残
っ
て
い
れ
ば
施
設
で
使
っ
て
ほ
し
い
」
と
帰

っ
て
い
っ
た
。
十
日
ほ
ど
し
て
そ
の
妻
か
ら
電
話
が
あ
り
、
「
預
金
を
送
っ
て
く
れ
、
も
ら
う
権
利
が
あ
る
か
ら
」

と
息
せ
い
て
い
う
。
長
男
と
義
母
に
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
も
分
か
ろ
う
と
し
な
い
。
遺
留
金
十
六
万
三
千
円
か
ら

葬
儀
費
六
万
三
千
二
十
円
を
引
き
、
福
祉
事
務
所
が
そ
の
通
り
二
人
に
配
分
し
た
。
そ
れ
か
ら
一
年
半
、
そ
の
義
母

（
Ｊ
さ
ん
の
内
妻
）
の
葬
儀
も
ホ
ー
ム
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
費
用
は
十
万
七
百
二
十
円
。
遺
留
金
は
夫
よ

り
多
く
九
十
七
万
四
千
二
十
五
円
で
、
家
族
事
情
は
複
雑
だ
っ
た
か
ら
、
福
祉
事
務
所
は
そ
の
処
理
に
苦
労
し
た
に

Ｋ
さ
ん
は
九
十
四
万
円
溜
め
て
い
た
。
息
子
は
稀
に
来
て
も
小
遼
い
が
目
当
て
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
Ｋ
さ
ん
は
日

頃
、
「
あ
れ
に
は
通
帳
だ
け
は
絶
対
に
見
せ
な
い
で
下
さ
い
」
と
い
っ
て
い
た
。
笑
う
こ
と
の
少
な
か
っ
た
八
十
五

年
の
人
生
も
、
寮
母
た
ち
に
手
を
と
ら
れ
て
消
え
て
い
っ
た
。
翌
日
、
老
人
や
職
員
に
見
守
ら
れ
て
葬
式
。
す
ん
で

か
ら
現
れ
た
息
子
は
そ
っ
く
り
懐
に
し
て
そ
そ
く
さ
と
去
っ
て
い
っ
た
。

Ｇ
さ
ん
は
葬
儀
を
見
て
、
「
幾
ら
か
か
っ
た
か
。
私
が
死
ん
だ
ら
あ
れ
ぐ
ら
い
は
し
て
ほ
し
い
。
残
り
で
墓
を
建

違
い
な
い
。
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て
る
ぐ
ら
い
は
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
多
く
の
老
人
の
思
い
を
代
弁
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
葬
儀
と
墓
１
１
老

人
の
最
後
の
最
大
の
関
心
事
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
溜
め
た
お
金
で
あ
ろ
う
。

老
人
は
じ
ぶ
ん
じ
し
ん
の
た
め
に
費
消
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。
だ
の
に
、
な
ぜ
か
家
族
に
老
齢
福
祉
年
金

を
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
十
五
名
も
い
る
。
三
割
で
あ
る
。
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
老
人
が
お
金
を
考
え
、
お

金
に
さ
わ
る
こ
と
は
、
そ
の
心
を
い
き
い
き
さ
せ
る
一
番
の
要
件
で
も
あ
っ
た
。

そ
の
う
ち
十
名
は
ホ
ー
ム
か
ら
の
三
千
円
と
盆
正
月
の
役
場
の
見
舞
金
、
時
た
ま
の
家
族
の
小
遮
い
な
ど
を
残
し

て
預
金
し
、
総
額
四
十
二
万
円
弱
、
一
人
平
均
四
万
二
千
円
弱
も
あ
る
。
残
り
の
五
名
は
す
べ
て
奪
わ
れ
預
金
も
な

老
い
て
家
族
か
ら
捨
て
ら
れ
、
ホ
ー
ム
に
生
き
て
は
年
金
を
奪
わ
れ
、
死
し
て
は
涙
ぐ
ま
し
く
溜
め
た
金
を
遺
す
。

い
っ
た
い
こ
の
家
族
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

Ｇ
さ
ん
は
二
カ
月
に
一
度
帰
省
し
て
は
年
金
の
一
部
を
あ
り
が
た
く
も
ら
っ
て
帰
る
。
「
多
忙
で
郵
便
局
に
行
け

な
か
っ
た
」
と
家
族
か
ら
先
回
り
さ
れ
て
、
年
金
の
こ
と
を
い
い
出
せ
ず
手
ぶ
ら
で
帰
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
ん
な

時
、
き
ま
っ
て
日
常
生
活
が
あ
ら
あ
ら
し
く
な
り
、
他
の
老
人
た
ち
と
口
論
す
る
傾
向
が
著
し
く
な
る
。

福
祉
年
金
を
家
族
が
と
り
あ
げ
、
預
金
ゼ
ロ
の
五
名
に
そ
の
こ
と
を
ど
う
思
う
か
と
聞
い
て
み
た
。
「
将
来
は
嫁

の
世
話
に
な
る
か
ら
任
せ
て
い
る
」
「
実
の
娘
だ
か
ら
心
配
は
な
い
」
「
ほ
か
の
者
は
通
帳
を
見
て
楽
し
そ
う
に
し

て
い
る
の
で
、
こ
ん
ど
嫁
が
来
た
ら
返
し
て
く
れ
と
い
っ
て
み
る
」
「
年
金
を
も
ら
い
に
帰
っ
て
も
、
ど
う
し
て
も

く
れ
と
は
い
い
出
し
に
く
い
」
等
の
返
事
。

い
◎
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今
ま
で
は
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
る
の
は
ふ
つ
う
無
料
と
考
え
ら
れ
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
は
あ
る
程
度
の

お
金
が
要
る
と
考
え
ら
れ
た
り
も
し
た
。
何
れ
の
場
合
も
老
人
本
人
に
相
当
の
収
入
が
あ
っ
た
り
、
老
人
が
属
し
て

い
る
世
帯
の
収
入
に
よ
っ
て
は
あ
る
て
い
ど
の
負
担
が
か
か
る
こ
と
も
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
無
料
と
な
っ
て
い
る
。

二
一
二
頁
の
表
ｕ
は
任
運
荘
が
所
在
す
る
三
重
福
祉
事
務
所
管
内
（
五
十
四
年
十
一
月
一
日
現
在
）
の
養
護
・
特
養

盲
老
人
の
全
老
人
ホ
ー
ム
入
所
者
の
負
担
状
況
で
あ
る
。

三
重
福
祉
管
内
八
ヵ
町
村
で
老
人
ホ
ー
ム
利
用
者
は
三
百
四
十
一
名
。
そ
の
う
ち
特
養
利
用
者
は
二
百
十
六
名
。

全
員
の
う
ち
七
・
八
割
の
二
百
六
十
六
名
が
費
用
負
担
金
な
し
で
あ
る
。
費
用
の
一
部
負
担
を
す
る
者
は
七
十
五
名

で
、
最
高
額
は
月
四
万
円
た
ら
ず
、
最
低
額
は
三
千
円
余
り
、
一
人
平
均
六
千
二
百
五
十
六
円
。
し
か
し
、
そ
れ
は

本
人
で
は
な
く
、
ほ
と
ん
ど
が
同
一
世
帯
の
扶
養
義
務
者
の
負
担
で
あ
る
。
ち
な
み
に
食
費
に
要
す
る
ホ
ー
ム
の
費

用
は
一
人
一
ヵ
月
二
万
余
円
（
乙
地
五
十
名
定
員
）
で
、
そ
の
三
分
の
一
に
も
達
し
な
い
。

任
運
荘
の
分
を
み
る
と
、
三
重
福
祉
事
務
所
管
内
は
三
十
六
名
で
あ
る
が
、
う
ち
九
名
が
一
部
負
担
し
、
二
五
％

に
当
た
り
、
平
均
額
は
九
千
百
二
十
二
円
で
あ
る
。

全
国
平
均
を
二
二
一
頁
の
表
哩
で
み
る
と
、
五
十
三
年
度
、
養
護
ホ
ー
ム
で
は
九
四
・
八
％
が
無
料
で
、
五
％
が

利
用
料
を
一
部
負
担
し
て
い
る
。
特
養
ホ
ー
ム
で
は
七
○
・
九
％
が
無
料
で
、
二
九
・
一
％
が
負
担
し
て
い
る
。

⑧
利
用
料
負
担
者
は
少
数
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こ
の
表
皿
は
老
人
ホ
ー
ム
利
用
者
の
階
層
は
依
然
と
し
て
Ａ
Ｂ
Ｃ
の
低
所
得
階
層
の
老
人
が
中
心
を
な
し
て
い
る

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
同
時
に
微
視
的
に
み
る
と
、
ホ
ー
ム
利
用
者
の
経
済
的
階
層
が
年
を
追
う
に
つ
れ
て
上
昇

し
て
い
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。

養
護
ホ
ー
ム
は
低
所
得
者
階
層
に
属
す
る
こ
と
が
入
所
条
件
で
あ
る
の
で
、
生
活
保
護
階
層
の
Ａ
、
市
町
村
民
税

非
課
税
階
層
の
Ｂ
が
集
中
す
る
が
、
五
十
三
年
度
で
は
Ａ
か
ら
Ｂ
階
層
に
中
心
が
移
っ
て
七
割
を
超
え
て
い
る
。

表11三重福祉事務所管内の負担金徴収状況

（54.11.1.現在）

一
一

０
１
２
８
４
５

１
１
１
１
１
１

'■■■■■■■■■

計
q■■■■■■■■

とは管内のすべての老人ホーム入所者数｢全老」

212

所得税額 負担金 全老

生活保護

市町村民税非課税

市町村税均等割

市町村税所得割

所得税4,800円以下

4,801～9,600円

9,601～16,800円

円
円
円
円

皿
如
皿
幽

４
２
２
２

２
３
４
９

戸
目
へ
目

１
１
１
１

帥
卯
如
い

り
９
，
９

通
別
鉈
哩

92,401～120,000円

円
円
円
円
円

皿
皿
諏
皿
畑

，
９
９
ｐ
、

６
８
７
７
７

５
９
８
９
２

１
１
２
３
９

四
ぺ
へ
《
戸

１
１
１
１
１

畑
“
釦
釦
卯

０
６
８
７
７

哩
巧
廻
泌
調

927,401～1500,000円

1500,001～以上

０
０

円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円

却
却
加
伽
皿
加
如
蜘
皿
唖
皿
血
姻
皿
皿
咽

３
３
４
５
５
６
７
８
１
４
７
１
７
２
９
５

３
＄
ｐ
９
９
９
、
９
９
９
分
り
９
９
９
，

１
１
１
２
２
３
３
６

全額

266名’
２
３

３
２

０
２
１
３
１
０
６
１
２
１
２
０
１
０
０

341名



表12老人ホーム利用者（扶養義務者）受用負担階層別の比率
（実数は略）％

さ
て
、
賀
用
負
担
に
つ
い
て
は
今
後
検
討
を
必
要
と
す
る
点
が
多
い
が
、

こ
こ
で
は
誰
が
み
て
も
納
得
の
い
か
な
い
一
点
だ
け
を
示
す
に
と
ど
め
よ
う
。
るま

例
え
ば
、
先
に
み
た
任
運
荘
で
最
高
額
の
遺
留
金
を
残
し
た
Ｈ
さ
ん
の
場
合
稲力

妹
二
人
の
扶
養
義
務
者
が
い
る
の
に
、
本
人
の
Ｈ
さ
ん
は
勿
論
、
妹
も
一
銭
識

の
負
担
も
な
く
、
そ
の
上
五
百
万
円
は
そ
っ
く
り
妹
の
手
に
入
る
仕
組
み
で
卜

あ
っ
た
。
週

２

特
養
ホ
ー
ム
は
低
所
得
階
層
と
い
う
条
件
は
な
い
が
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
階
層
あ
わ

せ
て
八
割
を
超
え
て
い
る
。
昭
和
四
十
年
の
Ａ
階
層
中
心
か
ら
五
十
三
年
度

は
Ｂ
階
層
中
心
に
移
っ
て
い
る
。
四
十
年
度
Ａ
階
層
五
八
％
が
五
十
三
年
度

は
一
六
％
に
低
下
し
、
Ｂ
階
層
五
四
・
三
％
に
、
Ｃ
Ｄ
両
階
層
と
も
増
加
し

て
い
る
。

そ
れ
は
従
来
老
人
ホ
ー
ム
は
貧
困
階
層
の
み
の
救
貧
対
策
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
観
念
が
濃
厚
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
福
祉
事
務
所
の
入
所
の
措

腫
が
貧
困
条
件
を
優
先
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
主
な
理
由
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
特
養
ホ
ー
ム
利
用
で
は
階
層
を
超
え
て
必
要
な
者
が
利
用
す
る
と

い
う
傾
向
を
、
少
し
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
統
計
は
示
し
て
い
る
。



つ
ま
り
、
利
用
者
本
人
に
は
幾
ら
財
産
が
あ
ろ
う
と
、
収
入
が
な
け
れ
ば
無
料
で
あ
る
し
、
扶
養
義
務
者
も
同
一

世
帯
で
な
い
か
ぎ
り
喪
用
負
担
か
ら
免
れ
る
。
遺
産
相
続
権
は
そ
れ
と
は
無
関
係
に
扶
養
義
務
者
等
に
確
立
さ
れ
て

さ
ら
に
不
合
理
な
点
が
あ
る
。
老
親
を
老
人
ホ
ー
ム
に
入
れ
る
た
め
に
作
意
的
に
世
帯
分
離
し
て
、
独
居
老
人
の

形
に
し
て
し
ま
う
と
、
老
人
ホ
ー
ム
入
所
も
い
っ
そ
う
容
易
に
な
る
し
、
費
用
負
担
か
ら
も
完
全
に
解
放
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
る
。し

か
し
、
五
十
五
年
度
か
ら
老
人
ホ
ー
ム
を
利
用
す
る
に
当
た
っ
て
の
費
用
徴
収
基
準
が
改
定
さ
れ
、
暫
定
措
置

と
し
て
五
十
五
年
八
月
か
ら
施
行
さ
れ
、
最
高
額
を
三
万
円
と
し
て
い
る
。
税
金
、
医
療
費
等
の
必
要
経
費
を
差
し

引
い
て
、
ホ
ー
ム
利
用
老
人
の
年
収
が
二
十
五
万
六
千
円
以
下
は
無
料
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
収
入
に
な
る
と
、

二
十
七
万
円
ま
で
は
月
額
百
円
に
始
ま
っ
て
、
六
十
九
ラ
ン
ク
に
分
か
れ
、
年
収
五
十
万
円
以
上
は
月
五
千
四
百
円

百
万
円
以
上
は
月
二
万
六
千
一
音
円
な
ど
と
徴
収
さ
れ
る
。
暫
定
措
置
が
な
く
な
っ
て
、
新
基
準
に
よ
っ
て
負
担
を

す
る
よ
う
に
な
る
人
は
、
約
十
五
万
人
の
う
ち
約
四
万
人
で
、
そ
の
額
は
年
間
約
三
十
億
円
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。

任
運
荘
の
場
合
、
利
用
者
本
人
が
負
担
す
る
の
は
十
一
人
で
一
三
％
、
そ
の
収
入
源
は
障
害
福
祉
年
金
、
身
障
年

金
、
厚
生
年
金
等
の
小
額
が
主
で
、
一
部
に
軍
人
遺
族
年
金
の
大
口
が
あ
る
。

費
用
負
担
制
度
の
導
入
は
結
局
、
さ
ま
ざ
ま
の
面
で
利
点
を
生
み
出
す
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
老
人
ホ
ー
ム
の
施
設
内
容
が
費
用
徴
収
す
る
に
値
す
る
設
備
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
今
日
の
よ
う
な
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養
護
施
設
の
雑
居
性
は
存
続
を
許
さ
れ
な
く
な
る
。
保
護
し
て
あ
げ
る
と
い
っ
た
慈
善
的
、
お
し
つ
け
的
な
処
遇
内

容
も
も
は
や
手
放
し
で
続
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
に
五
章
二
節
で
「
余
り
に
管
理
的
」
な
利
用
者
規
則
を
強
く

非
難
し
た
が
、
そ
う
し
た
時
代
後
れ
の
処
遇
は
た
ち
ま
ち
に
し
て
行
き
詰
ま
る
に
ち
が
い
な
い
。

利
用
者
側
に
と
っ
て
も
、
何
も
か
も
ダ
ダ
と
い
う
も
の
も
ら
い
根
性
か
ら
脱
し
て
、
利
用
す
る
と
い
う
立
場
に
立

つ
よ
う
に
な
る
こ
と
が
何
よ
り
の
利
点
で
あ
ろ
う
。

費
用
負
担
制
度
の
確
立
を
待
っ
て
、
よ
う
や
く
老
人
ホ
ー
ム
が
市
民
権
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
。

215 10－お金が溜まる


