
よ
い
老
人
ホ
ー
ム
と
は
ど
ん
な
条
件
を
備
え
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
こ
れ
か
ら
老
人
ホ
ー
ム
を
利
用
し

よ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
国
民
が
老
人
ホ
ー
ム
を
選
択
で
き
る
状
況
に
あ
る

と
は
い
え
そ
う
に
な
い
。

ま
ず
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
雑
居
性
が
依
然
と
し
て
存
続
す
る
低
水
準
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
は
選
択
以
前
の
問
題

と
い
え
る
。
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
ま
だ
少
な
く
常
に
満
員
で
、
欠
員
の
あ
る
所
を
探
し
回
っ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

「
有
料
」
の
老
人
ホ
ー
ム
は
行
政
当
局
が
介
入
で
き
る
上
記
の
ホ
ー
ム
の
よ
う
な
「
老
人
福
祉
施
設
」
で
は
な
く
、

子
供
や
国
の
世
話
に
な
ら
ず
自
分
で
自
分
の
老
後
を
設
計
し
よ
う
と
す
る
者
が
選
ぶ
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ

で
よ
う
や
く
ホ
ー
ム
選
択
の
自
由
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
全
国
で
わ
ず
か
に
七
十
余
り
に
す
ぎ
ず
、
利
用
し
よ
う
と
す
る
人
も
必
ず
し
も
ホ
ー
ム
移
住

皿
ｌ
公
立
か
私
立
か

(1)

老
人
ホ
ー
ム
の
選
び
方
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の
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
選
択
の
問
題
が
切
実
に
存
在
す
る
と
は
い
い
難
い
。
一
部
デ
ラ
ッ

ク
ス
な
買
取
方
式
の
も
の
は
国
民
大
衆
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
、
こ
こ
で
は
問
題
と
し
な
い
が
、
入
居
時
に
月
々

の
運
営
費
、
食
料
費
を
負
担
す
る
方
式
の
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
今
後
需
要
も
供
給
も
増
え
て
い
く
で
あ

ろ
う
。
こ
の
時
期
に
至
っ
て
よ
う
や
く
ホ
ー
ム
選
択
の
基
準
が
意
味
を
も
っ
て
く
る
。

さ
て
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
以
上
の
ほ
と
ん
ど
の
ホ
ー
ム
の
利
用
者
が
、
濃
厚
な
介
助
を
必
要
と
す
る
よ
う

に
な
る
と
移
り
住
む
ホ
ー
ム
で
あ
る
が
、
現
在
で
さ
え
も
需
要
に
対
し
て
絶
対
的
に
不
足
し
て
お
り
、
空
き
が
あ
れ

ば
何
処
で
も
よ
い
と
い
う
状
態
で
、
入
所
す
る
老
人
の
人
権
を
考
え
る
と
心
細
い
思
い
が
す
る
。
今
後
、
特
養
の
不

足
度
は
一
層
深
刻
化
す
る
で
あ
ろ
う
。
選
択
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。

施
設
側
に
対
し
て
は
経
営
の
安
全
運
転
が
で
き
る
よ
う
行
政
的
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
競
争
の
原
理
は
一
切

働
か
な
い
。
そ
れ
で
も
不
安
に
な
り
、
煙
草
屋
、
薬
屋
の
よ
う
に
ホ
ー
ム
の
新
設
を
阻
止
す
る
よ
う
な
動
き
を
す
る

よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
質
的
競
争
な
き
福
祉
事
業
の
現
状
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
国
民
の
間
に
施
設
選
択
の
基
準
が
積
極
的
に
用
意

さ
れ
、
老
人
ホ
ー
ム
の
処
遇
内
容
に
対
す
る
要
求
も
具
体
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
も
少
し
述
べ
た
が
、
最
近
、
特
養
に
対
し
て
具
体
的
な
要
求
を
掲
げ
て
市
民
運
動
を
起
こ
し
て
い
る
老

婦
人
た
ち
が
い
る
。
そ
れ
は
老
人
ホ
ー
ム
を
当
て
が
い
扶
持
の
よ
う
に
し
か
考
え
な
い
風
潮
の
中
で
、
極
め
て
貴
重

な
一
石
を
投
じ
て
い
る
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

大
分
合
同
新
聞
翁
。
３
．
６
）
は
ま
ず
リ
ー
ド
に
次
の
よ
う
に
報
じ
て
い
る
。
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一
般
的
に
老
人
ホ
ー
ム
の
選
択
の
基
準
は
何
だ
ろ
う
か
。

樋
口
恵
子
氏
は
自
分
が
入
居
す
る
と
し
た
ら
次
の
三
つ
の
条
件
を
満
た
し
た
ホ
ー
ム
が
よ
い
と
し
て
い
る
。
「
第

一
に
な
る
べ
く
町
中
に
あ
る
こ
と
。
第
二
に
せ
い
ぜ
い
百
人
以
内
の
小
規
模
な
ホ
ー
ム
が
い
い
。
第
三
に
創
立
者
が

現
役
で
頑
張
っ
て
い
る
私
立
の
ホ
ー
ム
で
、
し
か
も
創
立
者
の
人
柄
に
共
感
で
き
れ
ば
一
番
よ
い
と
思
う
」
貧
老
人

の
轌
呼
世
と
県
健
』
弘
号
・
認
・
１
）
。

そ
し
て
、
そ
の
い
き
さ
つ
と
運
動
の
進
行
を
詳
し
く
記
し
て
い
る
。

こ
の
運
動
が
め
ざ
す
の
は
あ
く
ま
で
も
具
体
的
で
、
濡
れ
た
お
む
つ
は
直
ち
に
取
り
換
え
て
く
れ
と
い
う
も
の
だ

が
正
し
い
指
摘
で
あ
る
。
特
養
の
量
不
足
が
質
の
低
下
を
保
証
し
て
い
る
現
状
は
厳
し
い
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
当

然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
大
分
県
特
菱
部
会
は
そ
の
要
求
は
正
当
で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
そ
れ
に
沿
う
よ
う

努
力
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

ｌ
「
寝
た
き
り
老
人
に
床
ず
れ
が
で
き
な
い
よ
う
オ
ム
ッ
を
そ
の
つ
ど
菅
そ
あ
げ
て
」
と
別
府
市
内
に
住
む

老
婦
人
二
人
が
こ
の
ほ
ど
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
改
善
運
動
に
立
ち
上
が
っ
た
。
「
入
居
者
へ

の
サ
ー
ビ
ス
に
真
心
が
こ
も
っ
て
い
な
い
」
と
老
人
ホ
ー
ム
の
あ
り
方
を
問
う
た
初
め
て
の
ケ
ー
ス
。
「
寝
た
き
り

老
人
の
介
護
は
誰
も
が
通
ら
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
な
問
題
。
社
会
全
体
で
真
剣
に
考
え
て
ほ
し
い
」
と
訴
え
て
お
り

近
く
組
織
を
発
足
さ
せ
る
が
、
「
全
国
運
動
に
ま
で
広
げ
、
国
を
動
か
す
ま
で
盛
り
あ
げ
続
け
る
」
と
決
意
は
固

、
○↓

ｌ
そ
し
て
、
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氏
が
ど
の
種
類
の
老
人
ホ
ー
ム
を
頭
に
お
い
て
い
っ
て
い
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
老
人
ホ
ー
ム
一
般
論
と
し
て
和

も
、
鋭
い
着
眼
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
の
地
理
的
な
点
に
つ
い
て
は
説
明
の
必
要
も
な
く
、
寂
し
い
所
で
は

気
が
め
い
る
。
不
便
で
は
困
る
。

第
二
の
施
設
規
模
の
大
小
何
れ
が
よ
い
か
の
比
較
論
も
的
確
で
あ
る
。
日
本
の
福
祉
施
設
の
現
状
は
資
本
の
論
理

に
も
似
て
、
い
た
ず
ら
に
定
員
の
多
き
を
競
い
、
い
ろ
い
ろ
の
施
設
を
併
設
立
体
化
す
る
の
を
誇
り
た
が
り
、
中
み

の
良
否
を
お
ろ
そ
か
に
し
が
ち
で
あ
る
。
氏
の
指
摘
は
こ
の
点
を
よ
く
見
抜
い
て
い
る
。
定
員
が
多
い
と
処
遇
の
質

は
低
下
す
る
。
入
居
者
お
互
も
、
世
話
す
る
人
た
ち
も
名
前
が
分
か
り
あ
え
る
範
囲
が
望
ま
し
い
規
模
で
あ
る
。

た
だ
、
養
護
や
特
養
に
つ
い
て
い
え
ば
、
現
行
の
職
員
配
置
基
準
で
は
小
規
模
施
設
の
処
遇
の
質
を
維
持
す
る
こ

と
は
困
難
が
伴
う
こ
と
で
あ
る
。
任
運
荘
は
五
十
名
の
最
少
規
模
で
理
想
に
近
い
が
、
直
接
世
話
す
る
寮
母
は
定
数

十
二
人
に
す
ぎ
ず
、
い
つ
も
走
っ
て
働
い
て
い
る
状
況
で
、
処
遇
も
ぎ
り
ぎ
り
の
線
を
保
つ
こ
と
で
精
い
っ
ぱ
い
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
夜
勤
二
名
の
寮
母
制
に
す
る
と
、
常
に
四
名
が
休
養
し
、
夜
勤
当
日
は
夕
方
出
勤
で
さ
ら
に
二

名
が
欠
け
、
洗
濯
溝
掃
当
番
一
名
を
出
す
と
、
五
人
し
か
介
謹
に
当
た
れ
な
い
。
厚
生
省
の
最
低
基
準
は
経
済
効
率

か
ら
考
え
ら
れ
て
い
て
、
小
規
模
ホ
ー
ム
の
存
続
に
は
不
適
当
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
公
立
か
私
立
か
と
い
う
選
択
に
対
し
て
、
彼
女
は
ズ
・
ハ
リ
私
立
を
選
ん
で
い
る
。
見
事
と
い
う
ほ
か
は
な

い
。

私
は
十
数
年
間
県
の
福
祉
行
政
に
か
か
わ
っ
て
き
た
が
、
公
立
施
設
が
私
立
よ
り
ど
う
し
て
よ
く
な
い
の
か
、
そ



の
理
由
が
今
で
も
よ
く
分
か
ら
な
い
。
公
立
は
建
築
設
備
に
私
立
ほ
ど
苦
労
が
あ
る
は
ず
は
な
い
の
に
、
特
殊
な
例

外
は
あ
る
が
、
そ
の
面
で
さ
え
も
私
立
に
後
れ
を
と
っ
て
い
る
。
職
員
の
身
分
保
証
は
絶
対
的
で
あ
る
し
、
給
与
、

勤
務
条
件
で
も
は
る
か
に
私
立
を
し
の
い
で
い
る
。
だ
の
に
公
立
の
方
が
私
立
よ
り
も
利
用
者
の
処
遇
が
い
き
届
い

て
い
る
と
い
う
結
論
に
は
至
ら
な
い
。

私
が
福
祉
行
政
に
関
係
し
て
い
た
頃
の
経
験
で
あ
る
。
夕
刻
Ｔ
市
立
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
立
ち
寄
っ
た
。
職
員
は

い
な
か
っ
た
。
コ
ト
コ
ト
台
所
で
音
が
す
る
。
サ
シ
ミ
を
少
量
皿
に
並
べ
て
い
る
。
そ
れ
で
夕
食
と
い
う
の
で
あ
る
。

聞
い
て
も
要
領
を
得
な
い
返
事
だ
が
、
老
人
の
説
明
で
私
は
び
っ
く
り
。
台
所
の
人
は
魚
屋
で
職
員
は
す
で
に
帰
宅

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
つ
も
の
こ
と
の
よ
う
だ
。
市
の
責
任
者
に
厳
重
警
告
し
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

後
日
、
ま
た
立
ち
寄
っ
た
。
改
善
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
い
な
が
ら
。
メ
ニ
ュ
ー
の
黒
板
に
「
カ
ン
ヅ
メ
」
と
だ

け
書
い
て
あ
る
。
よ
く
聞
く
と
、
一
個
の
カ
ン
ヅ
メ
を
二
人
分
と
し
て
自
分
た
ち
で
空
け
て
食
べ
さ
せ
て
い
た
の
で

あ
る
。
ひ
ど
い
、
余
り
に
も
ひ
ど
す
ぎ
る
話
し
で
あ
る
。
職
員
の
待
遇
改
善
運
動
で
は
県
下
で
と
り
わ
け
熱
烈
な
市

で
の
出
来
事
で
あ
る
。
つ
い
で
に
、
あ
れ
か
ら
十
数
年
、
伝
え
聞
く
と
今
で
も
夜
の
宿
直
職
員
は
い
な
い
と
の
こ
と

で
あ
る
。
明
白
な
法
違
反
で
あ
る
。

こ
ん
な
例
は
極
め
て
稀
な
極
端
な
こ
と
で
あ
る
が
、
公
立
に
は
こ
う
し
た
体
質
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
「
役
人

し
ご
と
」
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
副
田
義
也
氏
も
ほ
ぼ
同
じ
指
摘
を
し
て
い
る
。
「
問
題
と
し
て
深
刻
な
の

は
、
公
立
施
設
に
お
け
る
労
働
者
に
対
す
る
こ
と
な
か
れ
的
管
理
と
労
働
組
合
の
既
得
権
の
一
方
的
主
張
が
も
た
ら

し
た
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
低
下
で
あ
ろ
う
。
養
護
施
設
に
つ
い
て
の
信
頼
す
べ
き
科
学
的
調
査
は
、
公
立
施
設
の
サ
ー
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ビ
ス
水
準
と
私
立
施
設
の
そ
れ
を
比
較
し
て
、
前
者
は
後
者
よ
り
一
般
的
に
劣
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ほ
か
の
収

容
施
設
に
も
一
般
化
で
き
そ
う
な
判
断
で
あ
る
」
（
『
月
刊
福
祉
』
弱
・
ど
。

反
面
、
福
祉
行
政
担
当
者
た
ち
の
話
と
し
て
、
「
公
立
は
可
も
な
く
不
可
も
な
い
が
、
私
立
に
は
悪
い
の
に
な
る

と
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
一
応
、
公
平
な
見
方
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
副
田
氏

も
同
じ
個
所
で
、
「
一
部
の
私
立
施
設
が
私
的
利
益
の
追
求
の
た
め
に
道
具
化
す
る
な
ど
の
新
し
い
問
題
の
登
場
も

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
特
養
ブ
ー
ム
と
い
う
風
潮
の
中
で
そ
の
傾
向
は
鋭
く
現
れ
つ
つ
あ
る
。

公
立
に
も
私
立
に
も
良
い
の
も
あ
れ
ば
悪
い
の
も
あ
ろ
う
。
学
校
選
択
に
お
い
て
公
私
何
れ
を
選
ぶ
か
と
い
う
問

題
と
は
や
や
違
っ
て
、
老
人
ホ
ー
ム
に
お
け
る
公
私
優
劣
論
は
不
毛
の
論
識
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
公
私

を
対
比
さ
す
こ
と
を
通
し
て
、
私
立
と
し
て
の
自
己
の
施
設
を
見
つ
め
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
私
た
ち
の
ホ
ー
ム

の
存
在
理
由
を
改
め
て
明
確
に
す
る
こ
と
に
は
な
ろ
う
。

す
べ
て
社
会
福
祉
事
業
は
民
間
の
先
駆
者
の
情
熱
的
開
拓
的
試
み
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
民
間
の
試
み
が
し

だ
い
に
組
織
さ
れ
て
発
展
し
て
き
た
こ
と
は
世
界
の
福
祉
の
歴
史
が
明
示
し
て
い
る
。

日
本
で
も
そ
う
し
た
歩
み
は
変
っ
て
い
な
い
。
石
井
十
次
が
明
治
二
十
年
乞
食
女
の
伴
う
二
児
を
家
に
つ
れ
帰
え

る
こ
と
に
、
日
本
福
祉
史
上
不
滅
の
光
を
放
つ
彼
の
大
事
業
は
そ
の
源
を
発
し
て
い
る
。
東
北
地
方
の
凶
作
に
よ
る

②
私
立
の
愛
と
情
熱
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留
岡
幸
助
は
感
化
院
法
制
定
の
年
の
明
治
二
十
三
年
ひ
と
り
の
少
年
を
感
化
教
育
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。

家
庭
環
境
を
重
視
す
る
彼
は
「
家
庭
学
校
」
と
命
名
し
、
大
正
三
年
北
海
道
の
未
開
林
野
に
分
園
を
作
り
、
今
日
な

お
秀
れ
た
内
容
を
も
つ
私
立
教
謹
院
「
北
海
道
家
庭
学
校
」
の
基
礎
を
な
す
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
著
名
な
福
祉
施

設
だ
け
で
な
く
、
近
代
日
本
の
福
祉
事
業
史
は
「
一
人
を
救
う
」
（
石
井
十
次
）
こ
と
か
ら
始
め
て
、
拡
張
を
強
い
ら

れ
、
つ
い
に
経
営
難
の
重
圧
で
破
滅
し
て
い
く
壮
烈
な
ド
ラ
マ
に
満
ち
て
お
り
、
福
祉
事
業
は
完
全
に
民
間
に
負
ん

ぶ
さ
れ
て
進
展
し
て
き
た
。

戦
後
に
な
っ
て
占
領
軍
の
命
令
に
よ
り
、
国
や
地
方
公
共
団
体
は
社
会
福
祉
事
業
に
力
を
注
ぐ
義
務
を
負
わ
さ
れ

民
間
に
責
任
転
嫁
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
か
ら
、
よ
う
や
く
公
的
福
祉
事
業
が
緒
に
つ
く
に
す
ぎ
な
い
。
施
設
数

か
ら
み
る
と
民
間
立
が
圧
倒
的
に
多
く
、
昭
和
三
十
年
代
に
入
り
や
っ
と
公
立
が
多
く
な
り
出
す
。
三
十
一
年
に
公

私
そ
れ
ぞ
れ
五
一
・
八
％
と
四
八
・
二
％
、
四
十
一
年
に
六
一
・
四
と
三
八
・
六
、
五
十
四
年
で
公
立
が
六
三
・
八
、

私
立
は
三
六
・
二
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
も
保
育
所
（
公
営
六
三
％
）
、
児
童
館
と
児
童
公
園
（
公
営
九
○
％
）
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
老
人
憩

の
家
（
公
営
七
七
％
）
等
の
数
の
多
い
施
設
が
全
施
設
の
中
で
大
き
な
比
率
を
占
め
て
い
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。

生
涯
を
ほ
ぼ
そ
こ
で
過
す
で
あ
ろ
う
い
わ
ゆ
る
「
収
容
施
設
」
（
ひ
と
に
よ
っ
て
は
最
近
は
「
生
活
施
設
」
と
呼
ぶ
の

捨
て
子
た
ち
を
押
し
つ
け
ら
れ
る
が
ご
と
く
抱
き
と
め
て
、
そ
の
数
は
壬
一
百
名
に
も
及
び
、
当
時
世
界
第
四
位
の

規
模
と
ま
で
な
っ
た
。
彼
は
つ
い
に
、
「
個
人
の
善
意
で
な
く
、
国
の
責
任
で
な
す
べ
き
だ
」
と
訴
え
ざ
る
を
え
な

か
つ
た
。
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も
い
る
）
の
第
一
種
社
会
事
業
の
施
設
で
は
、
圧
倒
的
に
私
営
が
多
い
。
五
十
二
年
調
べ
で
、
身
体
障
害
者
関
係
の
麹

施
設
で
は
私
営
一
九
五
、
公
営
一
○
四
○
精
神
薄
弱
児
施
設
で
私
営
二
五
一
、
公
営
一
○
一
・
精
薄
者
施
設
で
私
営

四
二
六
、
公
営
八
四
。
児
童
の
養
護
施
設
で
は
私
営
四
六
九
、
公
営
六
一
・

老
人
ホ
ー
ム
に
だ
け
つ
い
て
み
る
と
、
一
四
頁
の
表
２
に
み
る
よ
う
に
養
護
老
人
ホ
ー
ム
だ
け
は
公
営
五
九
二
、

私
営
は
三
五
○
だ
が
、
特
養
ホ
ー
ム
で
は
九
○
三
の
う
ち
私
営
が
七
四
九
、
公
営
が
一
五
四
で
、
私
営
が
約
五
倍
に

も
な
っ
て
い
る
。
国
民
の
高
い
特
養
ホ
ー
ム
需
要
に
対
し
て
、
民
間
私
人
が
直
ち
に
応
じ
た
現
れ
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
私
人
が
福
祉
事
業
に
今
も
な
お
志
す
の
か
。

本
質
的
に
は
、
人
間
性
に
直
接
的
に
関
連
の
も
て
る
仕
事
に
自
ら
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
情
熱
が
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
、
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
勿
論
、
例
外
は
あ
っ
て
福
祉
事
業
わ
け
て
も
特
養
ホ
ー
ム
は
割
の
よ
い
事
業

と
ふ
ん
で
い
る
者
が
少
な
か
ら
ず
混
じ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
述
べ
て
き
た
。

シ
ュ
・
ハ
イ
ツ
ァ
ー
の
い
う
「
人
間
性
」
を
め
ざ
し
、
情
熱
に
支
え
ら
れ
る
民
間
福
祉
事
業
は
常
に
福
祉
の
開
拓
者

で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
福
祉
を
根
底
か
ら
支
え
育
く
む
地
下
水
で
も
あ
る
。
日
本
の
よ
う
に
福
祉
的
土
壊

の
肥
沃
で
な
い
所
で
は
、
民
間
が
国
民
の
中
で
堀
り
起
こ
し
、
育
て
ゆ
く
福
祉
の
事
業
は
極
め
て
貴
重
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
を
軽
視
し
て
、
福
祉
事
業
は
国
や
地
方
公
共
団
体
が
や
れ
ば
よ
い
と
す
る
公
立
優
先
に
傾
く
と
、
福
祉
は
そ

の
生
命
の
源
泉
を
失
い
、
根
本
か
ら
ひ
か
ら
び
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

公
立
に
対
し
て
福
祉
へ
の
情
熱
と
献
身
を
望
む
こ
と
は
し
な
い
が
、
人
材
面
と
設
備
面
に
お
い
て
そ
の
機
能
の
充

実
は
当
然
要
望
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
研
究
的
専
門
的
ス
タ
ッ
フ
を
多
く
擁
し
、
常
に
科
学
的
な
先
進
性



だ
か
ら
私
立
は
信
用
な
ら
な
い
、
公
立
は
公
平
で
ま
ち
が
い
な
く
安
心
で
き
る
、
と
判
断
す
る
な
ら
、
こ
れ
も
せ

っ
か
ち
す
ぎ
る
。
た
し
か
に
公
立
に
は
経
理
的
に
不
正
が
起
こ
り
に
く
い
機
構
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
「
可
も
な

く
不
可
も
な
い
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
施
設
の
公
立
優
先
と
い
う
判
断
が
出
さ
れ
て
く
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
行
政
側
の
都
合
に
あ
わ
せ
た
判
断
に
す
ぎ
な
い
。
施
設
利
用
者
の
立
場
に
た
て
ば
、
可
も
な
く
不

可
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
不
可
と
断
定
す
べ
き
で
あ
る
。
可
と
不
可
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
私
立
は
何
を
も
っ
て
公
立
に
対
し
て
自
己
の
独
自
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
か
。
そ
れ
は
「
役
人
仕
事
」

福
祉
事
業
の
歴
史
が
民
間
の
開
拓
的
先
駆
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
現
在
の
民
間
の
福
祉
事

業
が
常
に
開
拓
的
で
あ
り
、
ピ
ュ
リ
タ
ン
で
あ
り
、
質
的
に
公
立
を
凌
い
で
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。

「
金
と
土
地
さ
え
あ
れ
ば
施
設
が
作
れ
、
誰
で
も
施
設
長
に
な
れ
る
と
い
う
こ
と
に
問
題
が
あ
る
」
ａ
年
全
国
老
人

ホ
ー
ム
施
設
長
会
議
資
料
）
と
自
己
反
省
し
て
い
る
通
り
、
私
立
に
は
不
正
が
起
こ
る
の
を
防
ぐ
自
己
抑
制
が
公
立
に

比
し
て
弱
い
。
「
ひ
ど
い
の
に
な
る
と
手
が
つ
け
ら
れ
な
い
」
と
い
う
表
現
の
中
身
は
報
道
さ
れ
た
だ
け
で
も
多
様

で
あ
る
。

を
示
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て
公
私
そ
れ
ぞ
れ
が
独
自
性
を
発
揮
し
、
相
互
の
質
的
競
争
が
実
現
し
て
こ
そ
、
福

祉
内
容
は
全
体
的
に
向
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(3)

草
の
根
の
福
祉
に
就
く
も
の
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６

と
対
比
で
き
る
「
民
間
性
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

型

最
近
、
法
に
基
づ
い
て
公
が
福
祉
に
責
任
を
負
う
べ
き
と
い
う
思
想
の
下
に
、
公
立
施
設
優
先
、
民
間
施
設
軽
視

の
風
潮
が
め
だ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
民
間
施
設
が
措
置
費
丸
抱
え
に
よ
る
運
営
に
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
卑
屈
に
な

り
、
公
の
下
請
化
に
安
住
す
る
傾
向
に
陥
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
公
の
官
僚
的
支
配
が
地
方
に
行
く
程
強
く
な
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
風
潮
は
し
だ
い
に
民
間
と
公
立
と
の
独
自
性
を
見
失
わ
せ
、
行
政
側
は
民
間
施
設
を
公
立
の

悪
し
き
代
替
物
と
考
え
た
が
り
、
民
間
自
体
も
自
ら
の
存
在
理
由
を
見
出
し
得
な
い
傾
向
を
生
ん
で
い
る
。

で
は
、
福
祉
に
お
け
る
民
間
性
と
は
何
か
。

そ
れ
は
、
福
祉
を
必
要
と
し
て
い
る
者
の
利
用
権
曼
給
権
と
い
っ
て
も
よ
い
）
を
基
点
と
し
て
、
福
祉
の
諸
盈
の

サ
ー
ビ
ス
（
事
塞
を
情
熱
的
に
展
開
す
る
こ
と
で
あ
る
。
利
用
者
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
具
体
的
に
は
並

並
な
ら
ぬ
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
公
的
立
場
か
ら
は
生
ま
れ
出
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
福
祉
に
お
い
て
も
官

僚
支
配
が
溜
厚
に
存
在
す
る
日
本
の
土
壌
に
お
い
て
は
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

福
祉
は
要
求
に
よ
っ
て
正
し
い
進
展
を
す
る
も
の
で
あ
る
。
要
求
は
当
然
民
間
市
民
の
草
の
根
か
ら
生
ず
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
権
力
は
勿
論
、
小
さ
く
公
立
施
設
の
立
場
を
見
て
も
、
こ
の
要
求
の
切
実
さ
と
そ
れ
に

潜
む
豊
か
な
社
会
性
を
見
抜
く
こ
と
に
は
極
め
て
鈍
で
あ
る
。
福
祉
諸
サ
ー
ビ
ス
は
公
行
政
の
責
任
の
下
に
展
開
さ

れ
る
厚
と
勿
論
で
あ
る
が
、
そ
の
中
身
を
具
体
的
に
高
め
豊
富
に
す
る
も
の
は
民
間
的
視
野
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

問
題
を
老
人
ホ
ー
ム
に
移
し
て
み
る
と
、
私
立
施
設
は
民
間
利
用
者
の
心
に
な
っ
て
、
運
営
は
常
に
創
造
的
に
あ

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
対
象
の
要
求
は
常
に
動
い
て
お
り
多
様
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
公
行
政
の
提
供
す
る
福
祉
サ
ー



某
日
、
山
陰
地
方
の
出
雲
市
に
あ
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
長
浜
和
光
園
」
を
訪
ね
た
。
・
ハ
ス
停
の
待
合
室
の
壁
と

門
入
口
の
立
看
板
に
、
「
私
立
の
老
人
ホ
ー
ム
和
光
園
」
と
書
い
て
い
る
。
ふ
し
ぎ
に
思
っ
て
錦
織
園
長
に
尋
ね
る

と
、
「
公
立
と
思
っ
て
や
っ
て
来
て
、
私
立
な
の
に
が
っ
か
り
す
る
老
人
が
多
い
。
入
居
老
人
た
ち
も
こ
こ
は
何
も

い
う
こ
と
は
な
い
が
、
私
立
で
あ
る
の
が
残
念
だ
と
い
っ
て
い
る
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で
官
尊
民
卑
が
あ
る
の
で

ビ
ス
に
対
し
て
批
判
的
立
場
を
失
わ
ず
、
主
体
性
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
公
行
政
が
平
等
・
公
平
の
原
則
に
縛
ら

れ
て
動
か
ざ
る
を
得
な
い
限
界
が
常
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

民
間
性
と
は
援
助
を
必
要
と
し
て
い
る
市
民
の
立
場
で
あ
る
。
す
べ
て
、
福
祉
施
設
の
出
発
に
お
い
て
は
、
こ
う

し
た
人
道
主
義
の
理
念
が
情
熱
と
共
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

問
題
は
そ
の
理
念
が
一
片
の
言
葉
に
終
ら
ず
、
具
体
的
に
施
設
運
営
の
中
に
実
現
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

長
く
続
く
歩
み
の
中
で
、
な
お
そ
の
理
念
が
貫
か
れ
て
い
る
か
。
そ
の
実
証
な
く
し
て
、
私
立
が
公
立
に
対
し
て
自

ら
の
優
位
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
追
求
す
べ
き
理
念
が
失
わ
れ
、
理
想
実
現
の
活
力
を
欠
く
と
す
れ
ば
、

民
間
性
と
い
う
特
色
は
単
な
る
幻
想
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た
ま
ま
継
続
し
て
い
る
施
設
な
ら
、
も
う
一
般
企
業
と

異
な
る
と
こ
ろ
な
く
、
福
祉
業
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
理
想
の
旗
を
掲
げ
て
進
む
こ
と
は
福
祉
事
業
で
は
、
先
人
の
労
苦
に
比
す
べ
く
も
な
い
が
、
今
な
お
困

難
な
道
で
あ
る
。
一
介
の
私
立
施
設
が
民
間
の
福
祉
要
求
の
実
現
を
め
ざ
し
て
、
公
行
政
を
批
判
し
発
展
を
計
る
た

め
に
は
絶
大
な
勇
気
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
福
祉
に
お
い
て
今
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
勇
気
で
あ
る
。
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す
」
と
。

し
か
し
、
こ
の
「
私
立
」
は
現
行
の
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
体
系
の
中
で
い
え
ば
、
内
容
は
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
水
準

を
保
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ホ
ー
ム
を
老
人
の
生
活
の
場
に
し
よ
う
と
、
す
べ
て
の
拘
束
を
な
く
し
、
日
課
も
当

番
も
な
く
、
夕
食
堅
ハ
時
に
下
げ
、
食
事
は
自
由
選
択
の
バ
イ
キ
ン
グ
方
式
に
し
、
入
浴
も
夕
食
後
か
ら
九
時
ま
で
。

い
わ
ゆ
る
「
生
活
指
導
」
は
な
く
、
自
治
会
に
委
さ
れ
、
そ
の
中
に
行
事
、
生
活
、
食
事
の
委
員
会
が
設
け
ら
れ
て

老
人
が
主
体
と
な
っ
て
決
め
、
職
員
側
が
そ
れ
を
消
化
す
る
。
八
畳
四
人
の
雑
居
性
の
ホ
ー
ム
で
こ
う
し
た
理
想
を

着
を
実
現
し
て
い
る
こ
と
は
驚
異
で
あ
る
。
詳
し
く
調
査
見
学
し
た
黒
田
輝
政
氏
は
そ
の
報
告
を
、
「
拘
束
か
ら
脱

皮
の
一
つ
一
つ
は
、
実
は
錦
織
園
長
の
自
分
と
の
た
た
か
い
の
過
程
で
も
あ
る
よ
う
に
思
え
る
」
と
結
ん
で
い
る

（
黒
田
輝
政
著
『
み
ん
な
の
老
後
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
。

「
自
分
と
の
た
た
か
い
の
過
程
」
と
い
う
表
現
は
、
福
祉
わ
け
て
も
私
立
の
福
祉
事
業
に
お
い
て
最
も
強
く
要
求

さ
れ
る
適
切
な
言
葉
で
あ
ろ
う
。
私
立
の
施
設
経
営
は
日
食
が
誘
惑
と
の
た
た
か
い
で
あ
る
。
理
想
に
背
こ
う
と
す

る
自
己
と
の
た
た
か
い
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
民
間
性
と
は
掲
げ
ら
る
べ
き
福
祉
理
念
が
厳
と
し
て
実
質
的
に
存
在
し
、
受
け
継
ぐ
者
が
同
時
に

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
立
に
お
い
て
は
、
公
立
と
明
確
に
違
っ
て
、
福
祉
の
道
を
探
究
し
、
創
意
を
自

、
、

在
に
苦
心
し
、
き
め
細
や
か
さ
を
工
夫
し
、
ひ
と
へ
の
献
身
に
生
き
る
こ
と
を
宿
命
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
。

公
立
に
は
そ
う
し
た
も
の
が
な
く
、
ま
た
そ
れ
を
要
求
も
さ
れ
て
い
な
い
と
す
る
の
は
、
理
論
的
に
は
た
し
か
に

独
断
的
で
あ
る
と
い
う
誇
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
比
較
論
で
あ
る
。
例
え
ば
公
立
大
学
に
建
学
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私
立
に
お
い
て
も
、
当
然
そ
の
精
神
を
喪
失
す
る
こ
と
は
多
い
で
あ
ろ
う
。
こ
と
な
か
れ
的
に
な
り
、
マ
ン
ネ
リ

に
堕
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
石
井
十
次
の
後
継
者
大
原
孫
三
郎
は
、
石
井
の
生
前
中
は
力
強
い
後
援
者

で
あ
っ
た
が
、
つ
い
に
受
け
継
い
だ
施
設
を
閉
鎖
し
た
。
そ
の
理
由
に
、
「
石
井
君
亡
き
あ
と
職
員
は
石
井
君
の
苦

労
を
知
っ
て
い
る
の
み
で
、
気
持
ち
を
知
っ
て
い
な
い
。
石
井
君
の
形
骸
の
み
残
っ
て
、
精
神
が
没
却
さ
れ
て
い

る
」
と
し
て
い
る
。
精
神
が
継
承
さ
れ
な
い
福
祉
事
業
は
死
滅
し
た
も
同
然
だ
か
ら
、
閉
鎖
消
滅
こ
そ
死
し
て
永
遠

に
生
き
る
道
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
私
立
の
福
祉
事
業
を
考
え
る
時
、
極
め
て
肝
要
な
内
容
を
も
つ
も
の
と
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
掲
げ

る
に
値
す
る
理
念
を
見
失
う
時
、
私
立
の
施
設
は
存
在
し
な
い
。
死
滅
す
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
く
形
だ
け

存
続
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
生
活
費
稼
ぎ
の
場
と
し
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。

な
い
。

の
精
神
と
い
う
も
の
が
あ
ろ
う
か
。
一
般
化
さ
れ
た
ど
の
公
立
に
も
適
用
さ
れ
る
大
学
設
置
法
に
基
づ
く
に
す
ぎ
な

い
。
伝
統
あ
る
私
立
大
学
の
創
業
の
理
念
は
極
め
て
個
性
的
で
、
時
に
消
長
あ
ろ
う
と
も
脈
倉
と
受
け
継
が
れ
て
い

る
。
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が
福
祉
事
業
の
公
私
論
で
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

公
立
福
祉
施
設
で
は
法
で
規
定
さ
れ
る
一
般
的
福
祉
概
念
が
あ
り
、
公
務
員
は
そ
れ
に
外
れ
な
い
よ
う
す
れ
ば
よ

く
、
組
織
内
で
組
織
人
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
個
性
的
、
創
造
的
行
動
は
善
で
あ
る
よ

り
は
悪
と
さ
れ
が
ち
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
遅
刻
せ
ず
、
仕
事
せ
ず
」
の
平
俗
な
吏
道
が
福
祉
に
お
い
て
も
支
配

的
に
な
る
。
「
献
身
」
的
な
ど
と
い
う
徳
目
は
、
こ
こ
で
は
厳
し
い
制
限
を
う
け
る
。
反
組
合
的
と
非
難
さ
れ
か
ね
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現
代
は
必
ず
し
も
英
雄
偉
人
を
必
要
と
し
て
い
な
い
。
福
祉
事
業
の
分
野
で
八
同
様
で
、
か
つ
て
の
よ
う
に
壮
烈

な
自
己
犠
牲
を
と
げ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
要
求
さ
れ
て
は
い
な
い
。
民
間
が
す
る
福
祉
事
業
に
対
す
る
公
的
援
助
は

先
人
た
ち
の
時
代
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
進
展
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
美
し
い
福
祉
へ
の
理
想
に
燃
え
、
あ
る
て

い
ど
の
財
政
的
●
ハ
ッ
ク
を
用
意
で
き
れ
ば
、
そ
し
て
、
平
凡
な
良
心
的
人
間
で
あ
れ
ば
、
ほ
ぼ
そ
の
仕
事
に
耐
え
う

る
で
あ
ろ
う
。
始
め
か
ら
福
祉
の
仕
事
は
偉
大
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
否
、
始
め
は
ご
く
小
さ
な
出
発
で
あ
る
の
が

自
然
で
あ
ろ
う
。

石
井
に
し
て
も
留
岡
に
し
て
も
、
奇
し
く
も
、
始
め
は
た
っ
た
．
人
を
救
う
」
と
い
う
小
さ
な
善
意
か
ら
発
す

る
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
。
民
間
施
設
に
従
事
す
る
私
た
ち
は
初
心
に
潜
む
福
祉
の
種
子
を
大
事
に
し
、
そ
れ
を
受

け
継
ぐ
日
食
の
平
凡
事
に
身
を
浸
す
。
そ
れ
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。

今
や
戦
後
に
出
発
し
た
多
く
の
私
立
の
福
祉
施
設
は
、
三
十
年
を
経
過
し
新
し
い
後
継
者
を
必
要
と
す
る
時
期
に

さ
し
か
か
っ
て
い
る
。
ど
う
い
う
福
祉
精
神
を
ど
う
受
け
継
ぎ
、
ど
う
新
し
く
創
造
的
に
展
開
す
る
か
、
そ
れ
は
一

施
設
内
の
出
来
事
に
と
ど
ま
ら
ず
、
公
的
に
も
極
め
て
重
要
な
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

後
れ
て
来
る
若
き
後
継
者
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
子
に
当
た
る
身
内
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
受
け
継
ぐ
荷
は
余
り
に

も
重
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
状
況
も
一
層
困
難
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
私
は
ソ
ク

ラ
テ
ス
の
死
に
臨
ん
で
の
弁
明
を
思
い
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

彼
は
有
罪
を
宣
告
さ
れ
た
時
、
審
判
者
た
ち
に
対
し
て
驚
嘆
す
べ
き
弁
明
を
す
る
が
、
そ
の
最
後
に
、
彼
の
幼
き
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息
子
た
ち
に
つ
い
て
人
び
と
に
次
の
一
つ
の
こ
と
を
頼
ん
だ
。
息
子
た
ち
が
成
人
し
た
時
、
彼
等
が
蓄
財
そ
の
他
の

こ
と
の
み
を
思
い
煩
っ
て
、
第
一
義
的
な
こ
と
を
忘
れ
、
人
間
ら
し
く
も
な
い
く
せ
に
人
間
ら
し
い
一
人
前
の
顔
を

す
る
よ
う
厳
こ
と
が
あ
っ
た
ら
、
ど
う
か
そ
の
非
農
し
く
と
が
め
て
億
ｋ
．
１
死
に
聞
で
の
依
胃
墓

は
た
だ
そ
の
一
点
で
あ
っ
た
。

社
会
福
祉
事
業
の
後
継
者
は
創
始
者
と
同
じ
厳
し
さ
を
自
ら
に
課
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
多
く
の
場
合
、
自
動
的
に

受
け
継
ぐ
だ
ろ
う
か
ら
、
創
始
者
以
上
の
覚
悟
を
自
ら
に
課
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
課
題
は
極
め
て
困
難

な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

父
ソ
ク
ク
テ
ス
が
そ
の
子
に
託
し
た
望
み
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
わ
が
命
を
か
け
て
探
究
実
践
し
た
道
そ
れ
自
体
で

あ
っ
た
。
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