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[事
例
の
内
容
〕

r
 

祉
法
人
の
設
置
す
る
乙
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
し
た
。

A
は
特
に
問
題
な
く
入
所
生
活
を
送
っ
て
い
た
が
、
入
所
か
ら
約
三
年
経
過
後
、
突
然
弁
護
士

B
が
、
二
年
前
に
成
年
後
見
人
に

選
任
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
す
る
文
書
を
持
っ
て
甲
の
施
設
長
C
に
面
会
を
求
め
た
。

C
が
会
っ
て
み
る
と
、

B
は
以
後
A
の
財
産
は
す
べ
て
自
分
が
保
管
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
年
金
証
書
、
預
金
証
書
、
印
鑑
、

自
宅
の
権
利
書
等
を
引
き
渡
せ
と
言
い
、

C
は
今
ま
で
一
度
も
面
会
に
来
な
か
っ
た

B
に
不
信
感
を
持
っ
た
も
の
の
、

C
は
B
に
言

わ
れ
る
ま
ま
に
こ
れ
ら
を
引
き
渡
し
た
。
A
は
地
方
公
務
員
の
退
職
者
で
年
金
が
月
二
五
万
円
程
度
支
給
さ
れ
て
お
り
、
資
産
は
住

妻
と
死
別
し
独
居
老
人
で
あ

っ
た

A

（
七
八
歳
）
は
、
地
区
民
生
委
員
の
紹
介
で
精
神
上
著
し
い
障
害
が
あ
る
と
し
て
甲
社
会
福

民
生
委
員
、
施
設
利
用
契
約
、
成
年
後
見
人
の
権
限
と
責
務

[
キ
ー
ワ
ー
ド
]

(
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[
事
例
]

成
年
後
見
人
に
よ
る
権
利
侵
害
と
施
設
の
責
任
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に
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。

C
が
後
に
調
べ
て
み
る
と
成
年
後
見
の
申
立
は
老
人
ホ
ー
ム
か
ら

一
0
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
場
所
に
住
ん
で
い
る
甥
D
の
申

立
で
、
弁
護
士

B
が
成
年
後
見
人
に
な
っ
た
の
は

B
所
属
弁
護
士
会
の
推
薦
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
あ
る
日
C
は
地
方
新
聞
の
記
事
を
見
て
仰
天
し
た
。

B
が
被
後
見
人
の
財
産
を
横
領
し
た
こ
と
で
逮
捕
さ
れ
た
の
で
あ

る。

A
に
対
す
る
毎
月
の
利
用
料
や
食
費
は

B
か
ら
乙
に
送
ら
れ
て
き
て
い
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
。

A
に
子
は
い
な
い
が
、
誰
か
ら
か
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
A
の
財
産
を
守
り
、
奪
わ
れ
た
財
産
は
取
り
返
し

[
本
事
例
の
検
討
]

一
、
民
生
委
員
は
、
社
会
奉
仕
の
精
神
を
も
っ
て
、
常
に
住
民
の
立
場
に
立
っ
て
相
談
に
応
じ
、
及
び
必
要
な
援
助
を
行
い
、
社
会
福
祉

お
そ
ら
く
民
生
委
員
は
担
当
区
域
に
住
む

A
の
相
談
に
応
じ
、

A
の
生
活
を
考
え
て
甲
社
会
福
祉
法
人
の
設
置
す
る
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
を
紹
介
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
事
例
で
は
入
所
の
経
緯
に
つ
い
て
記
載
が
な
い
が
、
介
護
認
定
審
査
会
に
よ
っ
て
「
精
神
上
著

し
い
障
害
が
あ
る
」
こ
と
が
「
要
介
護
」
と
認
定
さ
れ
た
こ
と
、
実
際
ど
の
よ
う
な
場
合
に
ど
の
よ
う
な
手
続
で
入
所
し
て
い
る
の
か

二
、
民
法
上
の
契
約
理
論
に
よ
れ
ば
、

A
と
甲
と
は
対
等
の
立
場
で
乙
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
契
約
を
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ

の
入
所
契
約
の
当
時
A
に
契
約
締
結
能
力
が
あ

っ
た
か
否
か
は
疑
わ
し
い
。

の
増
進
に
つ
と
め
る
任
務
を
持

っ
て
い
る
。（
民
生
委
員
法
第

一
条）
。

た
い
。
C
は
ど
う
す
る
か
。

r
ー

ん
で
い
た
家
と
預
金
と
で
合
計
四
、

0
0
0
万
円
程
度
で
あ
る
。

I 
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し
か
し
、

A
は
特
に
問
題
な
く
入
所
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
入
所
契
約
に
つ
き
意
思
能
力
に
欠
陥
が
あ
っ
た
と
し
て

も
生
活
事
実
関
係
に
影
響
は
及
ぼ
し
て
い
な
い
。
入
所
契
約
の
無
効
を
論
ず
る
実
益
は
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、

や
は
り
A
は
二
年
前
に
成
年
被
後
見
人
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
乙
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
施
設
長
C
は
A
の

入
所
後
三
年
も
経
過
し
て
か
ら
B
に
よ
っ
て
こ
れ
を
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
家
庭
裁
判
所
の
後
見
開
始
の
審
判
手
続
を
検
討
し
よ
う
。
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
中
の
者
を
施
設
長
に
何
の
連
絡
も

な
く
本
人
と
の
面
接
も
し
な
い
で
審
判
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
旧
家
事
審
判
規
則
第
八
三
条
二
項
は
「
家
庭
裁
判
所
は
、
成
年
後
見
人

を
選
任
す
る
に
は
、
成
年
被
後
見
人
の
陳
述
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
（
現
家
事
事
件
手
続
法
第
―
二

0
条

一

項
一
号
に
相
当
）
が
、
実
務
で
は
、
家
庭
裁
判
所
や
調
査
官
が
被
後
見
人
に
面
接
し
陳
述
を
聴
き
裁
判
官
に
報
告
し
て
い
る
。
施
設
長

三
、
弁
護
士

B
は
成
年
後
見
人
に
な
っ
た
と
き
直
ち
に
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
訪
れ
、

れ
た
こ
と
を
告
げ
、
選
任
後

一
ヶ
月
以
内
に
被
後
見
人
の
財
産
を
調
査
し
財
産
目
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

三
、
八
五
四
条
）
。

A
が
甲
社
会
福
祉
法
人
に
毎
月
支
払
う
べ
き
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
費
用
（
介
護
報
酬
に
基
づ
く

一
割
負
担
、
居
住
費
、
食
費
）

の
支
払
い
は
、
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
も
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
極
め
て
悪
い
奴
は

B
弁
護
士
で
あ
る
。
先
ず
B
は
成
年
後
見
人
と
し
て
の
義
務
に
違
反
し
て
い
る
。
選
任
後
二
年
間
も

後
見
事
務
を
開
始
し
な
か
っ
た
こ
と
は
善
良
な
管
理
者
と
し
て
の
義
務
（
民
法
第
八
六
九
、
六
四
四
条
）
を
怠
っ
て
い
る
し
、
被
後
見

人
の
意
思
を
尊
重
し
、
心
身
の
状
態
及
び
生
活
の
状
況
に
配
慮
す
る
義
務
（
民
法
第
八
五
八
条
）
も
怠
っ
て
い
る
。
こ
の
後
者
の
義
務

に
つ
い
て
は
後
見
人
に
都
合
の
良
い
解
釈
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
未
成
年
後
見
人
に
親
権
者
と
同
一
の
義
務
を
定
め
て
い
る
の
に
対

C
が
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。

A
と
C
に
会
い
自
分
が
成
年
後
見
人
に
選
任
さ

（
民
法
第
八
五
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し
、
成
年
後
見
人
が
単
に
財
産
管
理
の
仕
事
さ
え
し
て
い
れ
ば
良
い
と
す
る
考
え
は
、
被
後
見
人
の
人
権
を
無
視
し
た
考
え
で
あ
る
。

四、

B
が
年
金
証
書
、
預
金
証
書
等
を
要
求
し
、

C
が
こ
れ
に
応
じ
た
行
為
は
、
後
見
人
の
法
定
権
限
（
民
法
第
八
五
九
条
一
項
）
か
ら

考
え
る
と
問
題
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

C
は
入
所
利
用
者
で
あ
る

A
か
ら
事
実
上
保
管
を
頼
ま
れ
た
者
な
の
か
、

A
と
甲
社

会
福
祉
法
人
と
の
間
で
保
管
契
約
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。
実
際
に
は
B
の
求
め
に
応
じ
て
甲
と

B
の
間
で
引
渡
し
の
書

類
が
交
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
乙
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
利
用
料
に
つ
い
て
も
、
従
前
は
預
金
か
ら
の
引
き
落
し
或
い
は
施
設
職
員

が
A
の
承
諾
を
得
て
預
金
か
ら
引
き
出
し
て
い
た
の
を
、
甲
と

B
の
間
で
正
式
に
利
用
料
の
支
払
い
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
な
け
れ

五、

B
が
後
見
人
の
地
位
を
利
用
し
て
財
産
を
横
領
し
た
こ
と
は
、
刑
法
上
の
業
務
上
横
領
罪
（
刑
法
第
二
五
三
条
）
と
行
為
態
様
に
よ

A
が
同
法
人
の
設
置
す
る
乙

り
詐
欺
罪
（
刑
法
第
二
四
六
条
一
項
）
に
該
当
す
る
。
甲
社
会
福
祉
法
人
は
周
章
狼
狽
す
る
だ
ろ
う
が
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
し
、
そ
の
介
護
を
し
て
い
て
も
甲
社
会
福
祉
法
人
に
は
成
年
後
見
人
の
解
任
請
求
権
は
な
い
。
D
は
解

任
請
求
権
が
あ
る
の
で
甲
と
し
て
は
直
ち
に

D
に
連
絡
を
と
り
、
同
時
に
家
庭
裁
判
所
に
職
権
発
動
を
促
す
上
申
書
を
提
出
す
る
べ
き

六
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
利
用
料
等
は
新
し
く
選
任
さ
れ
た
後
見
人
と
契
約
し
て
未
納
が
あ
れ
ば
清
算
す
る
。
だ
が
、
憂
う
べ
き
は

B
が
A
の
財
産
を
全
部
費
消
し
て
し
ま
っ
た
場
合
で
あ
る
。
A
は
B
に
対
し
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
は
あ
る
が
、

B
が

無
資
力
で
あ
れ
ば
取
立
て
は
無
理
で
あ
る
。
甲
は

A
の
利
用
料
が
未
払
い
の
ま
ま
滞
留
し
た
ら
、
生
活
保
護
の
適
用
を
申
請
す
る
し
か

方
法
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
生
活
保
護
法
で
滞
留
債
権
の
清
算
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

甲
は

B
の
行
為
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
と
し
て
甲
の
滞
留
債
権
相
当
額
の
損
害
賠
償
請
求
を
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
B
の
本
性

を
調
査
も
し
な
い
で
推
せ
ん
し
た
弁
護
士
会
や
選
任
し
た
家
庭
裁
判
所
に
も
責
任
が
あ
る
と
思
う
が
、
弁
護
士
会
や
家
庭
裁
判
所
を
相

で
あ
る
。

ば
な
る
ま
い
。
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二
、
選
任
者
の
責
任
に
基
づ
く
損
害
賠
償
補
償
を
論
じ
よ
う
。

[
も
っ
と
論
点
を
深
め
る
た
め
に
]

手
方
と
し
て
訴
訟
を
提
起
す
る
に
は
、
多
く
の
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
を
正
視
し
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
大
き
な
損
害
を
受
け
た

A
は
ど
の
よ
う
に
し
て
損
害
の
回
復
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
被
後
見
人
と
し
て
の
審
判
を

受
け
た
身
で
単
独
で
は
訴
訟
行
為
が
で
き
な
い
し
、
事
実
上
め
ん
ど
う
な
手
続
を
こ
な
す
能
力
も
な
い
。

七、

A
の
不
動
産
は

A
が
施
設
に
入
所
し
て
も
居
住
用
資
産
で
あ
る
か
ら
、
処
分
に
は
家
庭
裁
判
所
の
許
可
が
必
要
と
解
す
る
（
民
法
第

八
五
九
条
の
三
）
。

家
庭
裁
判
所
が
処
分
を
許
可
し
た
と
す
れ
ば
、
調
査
不
充
分
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、

て
い
な
く
て
も
後
見
人
と
し
て
の
権
限
を
乱
用
し
権
限
な
く
代
理
行
為
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
の
無
効
を
主
張
し
て
第
三
取
得

者
か
ら
不
動
産
を
取
り
戻
せ
る
。

B
が
破
産
宣
告
を
受
け
た
と
き
、
B
が
保
管
し
た

A
の
預
金
は
ど
う
な
る
の
か
。
B
が
こ
れ
を
費
消
し
て
し
ま
っ
て
い
れ
ば
「
破
産

者
に
属
し
な
い
財
産
（
破
産
法
第
八
七
条
）
」
と
は
な
ら
な
い
か
ら
取
戻
権
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。

一
、
良
く
調
査
も
し
な
い
で

B
弁
護
士
を
推
せ
ん
し
た
弁
護
士
会
や
家
庭
裁
判
所
の
責
任
を
追
及
す
る
法
理
を
考
え
た
い
。

三
、
甲
の
債
権
と

A
の
債
権
に
つ
い
て
破
産
法
の
手
続
を
考
え
よ
う
。

B
が
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
い
て
も
得

四
、
入
所
契
約
に
必
要
な
意
思
能
力
と
は
ど
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
か
。
法
制
審
議
会
の
議
論
を
絡
ま
せ
て
考
え
よ
う
。




