
昨
年
度
よ
り
、
高
平
幼
稚
園
も
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
移
行
し
ま
し
た
。

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
制
度
の

中
で
は
、
幼
稚
園
＝
幼
児
期
の
学
校
で
管

轄
す
る
の
は
文
部
科
学
省
。
保
育
所
は
福

祉
施
設
＝
老
人
施
設
や
介
護
施
設
と
同
じ

で
厚
生
労
働
省
管
轄
に
な
り
ま
す
。
で
は
、

認
定
こ
ど
も
園
の
管
轄
は
、
ど
こ
か
ご
存

じ
で
す
か
？
そ
れ
は
、
内
閣
府
で
す
。
し

か
し
、
内
閣
府
が
責
任
を
持
っ
て
キ
チ
ン

と
管
轄
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
幼

稚
園
機
能
と
し
て
動
く
部
分
は
、
文
科
省

に
監
督
さ
せ
、
お
金
も
出
さ
せ
る
。
保
育

所
機
能
と
し
て
動
く
部
分
は
、
厚
労
省
監

督
で
お
金
も
厚
労
省
に
つ
け
さ
せ
る
仕
組

み
で
す
。
で
は
、
何
故
、
内
閣
府
が
所
轄

官
庁
に
な
る
の
で
し
ょ
う
？
そ
れ
は
、
男

女
共
同
参
画
社
会

の
早
期
実
現
の
必

要
性
に
迫
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
す
。

そ
の
為
に
は
女
性

の
社
会
進
出
が
不

可
欠
で
す
。
女
性

が
社
会
に
出
る
為

に
は
、
小
さ
な
子

を
連
れ
て
職
場
に
行
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

職
場
に
子
ど
も
を
看
て
く

れ
る
人
や
設
備
が
揃
っ
て

い
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん(

昔
の
農
耕

社
会
で
は
、
あ
る
程
度
ま
で
は
相
互
扶
助

が
で
き
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
）
。
そ
う

な
る
と
、
子
ど
も
は
ど
こ
か
に
預
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
ど
こ
か
？
そ

の
為
に
設
立
さ
れ
た
制
度
が
保
育
所
で
す
。

何
故
、
そ
の
施
設
が
福
祉
事
業
に
な
る
か

は
後
述
し
ま
す
が
、
福
祉
事
業
は
公
的
制

度
と
し
て
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
従
っ
て
、
元
々
保
育
所
は
、
行
政

（
公
）
が
行
う
べ
き
福
祉
事
業
で
、
私
立

保
育
所
の
場
合
は
、
公(

市
町
村
）
が
民

間
施
設
に
運
営
を
委
託
し
て
運
営
さ
せ
て

い
ま
す
。
私
立
の
保
育
所
で
あ
っ
て
も
公

営
に
近
い
の
で
す
。
そ
の
分
費
用
も
か
か

る
し
、
市
町
村
の
責
任
も
大
き
く
な
り
ま

す
。
今
の
少
子
化
が
進
め
ば
、
無
闇
に
保

育
所
を
増
や
す
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
。

一
方
で
女
性
の
社
会
進
出
に
関
し
て
は
、

労
働
力
不
足
の
問
題
も
あ
り
、
待
っ
た
な

し
の
状
況
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
に
都
市

部
で
は
待
機
児
童
解
消
が
社
会
的
大
問
題

に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
省
庁
間
の
縄

ば
り
問
題
も
含
め
て
誰
か
が
一
刀
両
断
し

な
け
れ
ば
、
問
題
の
解
決
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
登
場
す
る
の
が
、
内
閣
総
理
大
臣

率
い
る
内
閣
府
で
す
。
内
閣
府
が
、
大
き

な
問
題
を
短
時
間
に
解
決
す
る
為
に
小
さ

な
問
題(

本
当
は
小
さ
く
あ
り
ま
せ
ん
が
）

は
、
横
に
置
い
て
お
い
て
大
英
断
し
た
結

果
生
ま
れ
た
の
が
、
現
在
の
認
定
こ
ど
も

園
と
い
う
制
度
で

す
。
こ
の
制
度
が

解
決
す
べ
き
問
題

の
優
先
順
位
ナ
ン

バ
ー
ワ
ン
は
「
待

機
児
童
解
消
」
で

す
。
あ
る
意
味
、

そ
の
他
の
問
題
は

枝
葉
末
節
な
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
、
頭
の
良
い
霞
ヶ
関
の
エ
リ
ー
ト
官

僚
と
そ
こ
に
取
り
入
り
た
い
御
用
学
者
は
、

様
々
な
理
論
で
飾
り
立
て
て
、
八
方
美
人

型
の
制
度
に
粉
飾
し
て
い
ま
す
。
曰
く

い
わ

「
０
歳
か
ら
安
心
し
て
預
け
ら
れ
る
制
度

で
す
」
。
曰
く
「
お
勉
強
の
事
も
き
ち
ん

と
考
え
ら
れ
た
教
育
施
設
で
も
あ
り
ま
す
」
。

曰
く
「
働
き
方
に
応
じ
て
長
い
時
間
の
預

り
も
Ｏ
Ｋ
で
す
」
。
「
こ
ん
な
に
良
い
制

度
は
あ
り
ま
せ
ん
！
」
と
言
わ
ん
ば
か
り

に
鳴
り
物
入
り
で
始
ま
り
ま
し
た
。
し
か

し
良
い
と
こ
ろ
を
強
調
す
る
為
に
細
か
な

大
事
な
も
の
を
沢
山
積
み
残
し
た
ま
ま
で

発
進
し
た
制
度
で
も
あ
る
の
で
す
。
言
わ

ば
八
方
美
人
の
正
面
ブ
ス
で
す
。

そ
れ
と
、
こ
の
制
度
で
露
呈
し
た
も
う

一
つ
の
事
実
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
省

庁
間
の
力
（
経
済
力
や
予
算
規
模
も
含
め
）

の
差
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
政
治
家
（
い
わ

ゆ
る
族
議
員
）
の
力
の
差
の
問
題
で
す
。

私
立
学
校
関
係
者
の
間
で
は
、
「
文
科
省

は
三
流
省
庁
」
は
定
説
で
し
た
。
た
だ
、

一
縷
の
望
み
と
し
て
は
、
三
流
で
金
勘
定

い

ち

る

の
世
界
か
ら
、
置
い
て
け
ぼ
り
に
さ
れ
て

い
る
分
、
居
直
っ
て
、
綺
麗
事
を
強
調
で

き

れ

い

ご

と

昨
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も
幼
保
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型
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省
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管
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は
、
ど
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ご
存
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で
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？
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し
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閣
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あ
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男
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の
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の
必

要
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に
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が
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解
決
す
る
為
に
小
さ

な
問
題(

本
当
は
小
さ
く
あ
り
ま
せ
ん
が
）

は
、
横
に
置
い
て
お
い
て
大
英
断
し
た
結
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た
の
が
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現
在
の
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定
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と
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で
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が
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位
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は
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意
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取
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用
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０
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安
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預
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る
制
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で
す
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お
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の
事
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と
考
え
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教
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あ
り
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く
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働
き
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に
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て
長
い
時
間
の
預

り
も
Ｏ
Ｋ
で
す
」
。
「
こ
ん
な
に
良
い
制

度
は
あ
り
ま
せ
ん
！
」
と
言
わ
ん
ば
か
り

に
鳴
り
物
入
り
で
始
ま
り
ま
し
た
。
し
か

し
良
い
と
こ
ろ
を
強
調
す
る
為
に
細
か
な

大
事
な
も
の
を
沢
山
積
み
残
し
た
ま
ま
で

発
進
し
た
制
度
で
も
あ
る
の
で
す
。
言
わ

ば
八
方
美
人
の
正
面
ブ
ス
で
す
。

そ
れ
と
、
こ
の
制
度
で
露
呈
し
た
も
う

一
つ
の
事
実
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
省

庁
間
の
力
（
経
済
力
や
予
算
規
模
も
含
め
）

の
差
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
政
治
家
（
い
わ

ゆ
る
族
議
員
）
の
力
の
差
の
問
題
で
す
。

私
立
学
校
関
係
者
の
間
で
は
、
「
文
科
省

は
三
流
省
庁
」
は
定
説
で
し
た
。
た
だ
、

一
縷
の
望
み
と
し
て
は
、
三
流
で
金
勘
定

い

ち

る

の
世
界
か
ら
、
置
い
て
け
ぼ
り
に
さ
れ
て

い
る
分
、
居
直
っ
て
、
綺
麗
事
を
強
調
で

き

れ

い

ご

と

園 長 プ レ ス H30年度 第1号 平成30年12月10日(月)園 長 プ レ ス H30年度 第1号 平成30年12月10日(月)

11

H30

第1号 平成30年

12月10日(月)

編集者

園長中山義紹

H30

第1号 平成30年

12月10日(月)

編集者

園長中山義紹

私
が
住
職
し
て

い
る
浄
国
寺
で
は

毎
週
木
曜
の
夜
に

一
般
の
人
を
対
象

に
坐
禅
会
を
開
い
て
い
る
。
そ
の
坐
禅
会
に

参
加
す
る
人
が
、
こ
の
一
年
で
増
加
し
て
い

る
。
私
は
禅
坊
主
だ
か
ら
、
坐
禅
を
勧
め
る

立
場
だ
。
こ
の
現
象
は
喜
ぶ
べ
き
事
に
な
る
。

し
か
し
、
も
し
眼
前
の
不
安
が
人
を
坐
禅
に

駆
り
立
て
る
と
し
た
ら
、
そ
の
現
状
は
、
極

め
て
不
健
康
だ
と
思
う
。
今
の
日
本
社
会
は

制
度
疲
労
の
限
界
に
達
し
て
い
る
。
本
来
は

社
会
を
良
い
方
向
に
牽
引
す
べ
き
政
治
家
や

官
僚
の
劣
化
は
目
を
覆
う
ば
か
り
だ
。
多
分
、

一
人
一
人
は
良
い
人
な
の
だ
と
思
う
。
制
度

疲
労
を
起
こ
し
た
社
会
で
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

の
機
能
不
全
、
ネ
ッ
ト
の
未
成
熟
な
ま
ま
の

蔓
延
。
そ
の
中
で
、
人
は
自
分
の
頭
で
考
え

て
決
定
す
る
事
へ
の
恐
怖
と
不
安
を
覚
え
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
『
思
考
停
止
』
『
判
断
放

棄
』
『
責
任
回
避
』
ネ
ッ
ト
社
会
の
弊
害
と

呼
ば
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
人
は
自
分

の
頭
で
考
え
、
悩
み
、
決
定
せ
ざ
る
を
得
な

い
生
き
物
な
の
だ
。
「
す
こ
し
落
ち
着
い
て

物
事
を
考
え
た
い
」
と
言
っ
て
坐
り
に
来
る

方
も
い
る
。
期
待
、
予
想
、
不
安
、
そ
の
中

で
自
分
の
心
の
中
で
縄
を
作
り
、
作
っ
た
縄

な
わ

な
わ

で
自
分
を
縛
り
上
げ
る
（
こ
れ
を
自
縄
自
縛

じ
じ
ょ
う
じ
ば
く

と
言
い
ま
す
）
作
業
を
続
け
、
苦
し
み
も
が

い
て
い
る
の
が
我
々
凡
夫
だ
。
「
た
ま
に
は
、

フ
ル
ス
ロ
ッ
ト
ル
で
縄
を
作
っ
て
い
る
自
分

な
わ

の
意
識
の
エ
ン
ジ
ン
ス
ウ
ィ
ッ
チ
を
オ
フ
に

し
ま
せ
ん
か
？
」
。
坐
禅
会
に
来
た
人
に
私

は
、
そ
う
問
い
か
け
て
い
る
。
「
坐
禅
し
て

も
目
に
見
え
る
効
果
は
、
す
ぐ
に
は
得
ら
れ

ま
せ
ん
よ
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
い
つ
も
思

う
。
効
率
的
な
費
用
対
効
果
を
得
る
作
業
が

賢
い
と
さ
れ
る
が
、
近
視
眼
的
に
求
め
て
も

得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
言
え
ば
、

幼
児
教
育
の
費
用
対
効
果
も
、
算
盤
づ
く
で

得
る
も
の
で
は
な
い
。
私
は
、
目
の
前
の
獲

物
を
捕
ま
え
る
計
算
が
下
手
な
よ
う
だ
。

私
が
住
職
し
て

い
る
浄
国
寺
で
は

毎
週
木
曜
の
夜
に

一
般
の
人
を
対
象

に
坐
禅
会
を
開
い
て
い
る
。
そ
の
坐
禅
会
に

参
加
す
る
人
が
、
こ
の
一
年
で
増
加
し
て
い

る
。
私
は
禅
坊
主
だ
か
ら
、
坐
禅
を
勧
め
る

立
場
だ
。
こ
の
現
象
は
喜
ぶ
べ
き
事
に
な
る
。

し
か
し
、
も
し
眼
前
の
不
安
が
人
を
坐
禅
に

駆
り
立
て
る
と
し
た
ら
、
そ
の
現
状
は
、
極

め
て
不
健
康
だ
と
思
う
。
今
の
日
本
社
会
は

制
度
疲
労
の
限
界
に
達
し
て
い
る
。
本
来
は

社
会
を
良
い
方
向
に
牽
引
す
べ
き
政
治
家
や

官
僚
の
劣
化
は
目
を
覆
う
ば
か
り
だ
。
多
分
、

一
人
一
人
は
良
い
人
な
の
だ
と
思
う
。
制
度

疲
労
を
起
こ
し
た
社
会
で
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

の
機
能
不
全
、
ネ
ッ
ト
の
未
成
熟
な
ま
ま
の

蔓
延
。
そ
の
中
で
、
人
は
自
分
の
頭
で
考
え

て
決
定
す
る
事
へ
の
恐
怖
と
不
安
を
覚
え
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
『
思
考
停
止
』
『
判
断
放

棄
』
『
責
任
回
避
』
ネ
ッ
ト
社
会
の
弊
害
と

呼
ば
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
人
は
自
分

の
頭
で
考
え
、
悩
み
、
決
定
せ
ざ
る
を
得
な

い
生
き
物
な
の
だ
。
「
す
こ
し
落
ち
着
い
て

物
事
を
考
え
た
い
」
と
言
っ
て
坐
り
に
来
る

方
も
い
る
。
期
待
、
予
想
、
不
安
、
そ
の
中

で
自
分
の
心
の
中
で
縄
を
作
り
、
作
っ
た
縄

な
わ

な
わ

で
自
分
を
縛
り
上
げ
る
（
こ
れ
を
自
縄
自
縛

じ
じ
ょ
う
じ
ば
く

と
言
い
ま
す
）
作
業
を
続
け
、
苦
し
み
も
が

い
て
い
る
の
が
我
々
凡
夫
だ
。
「
た
ま
に
は
、

フ
ル
ス
ロ
ッ
ト
ル
で
縄
を
作
っ
て
い
る
自
分

な
わ

の
意
識
の
エ
ン
ジ
ン
ス
ウ
ィ
ッ
チ
を
オ
フ
に

し
ま
せ
ん
か
？
」
。
坐
禅
会
に
来
た
人
に
私

は
、
そ
う
問
い
か
け
て
い
る
。
「
坐
禅
し
て

も
目
に
見
え
る
効
果
は
、
す
ぐ
に
は
得
ら
れ

ま
せ
ん
よ
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
い
つ
も
思

う
。
効
率
的
な
費
用
対
効
果
を
得
る
作
業
が

賢
い
と
さ
れ
る
が
、
近
視
眼
的
に
求
め
て
も

得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
言
え
ば
、

幼
児
教
育
の
費
用
対
効
果
も
、
算
盤
づ
く
で

得
る
も
の
で
は
な
い
。
私
は
、
目
の
前
の
獲

物
を
捕
ま
え
る
計
算
が
下
手
な
よ
う
だ
。

破
草
鞋

破
草
鞋

教
育
と
福
祉
の
違
い

教
育
と
福
祉
の
違
い

認
定
こ
ど
も
園
制
度
か
ら
見
え
て
く
る

諸
問
題

認
定
こ
ど
も
園
制
度
か
ら
見
え
て
く
る

諸
問
題



き
る
強
み
で
し

た

（

大

概

、

言
う
だ
け
番
長

・

・

・

・

・

・

で
し
た
が
）
。

族
議
員
の
特
性

に
至
っ
て
は
、

更
に
そ
れ
を
戯

画
化
し
た
よ
う

な
も
の
で
し
た
。

文
教
族
の
議
員
さ
ん
は
綺
麗
事
を
言
う
の

き

れ

い

ご

と

は
得
意
だ
け
ど
、
そ
の
為
の
交
渉
力
や
豪

腕
さ
に
欠
け
る
方
が
多
い
な
あ
と
感
じ
て

い
ま
し
た
（
例
外
的
に
大
御
所
の
森
喜
朗

大
先
生
だ
け
は
、
豪
腕
風
、
綺
麗
事
も
言

わ
な
い
、
又
は
言
え
な
い
？
又
は
言
う
術す

べ

を
知
ら
な
い
？
方
で
し
た
が
）
。
乳
幼
児

期
と
い
う
人
の
一
生
の
基
礎
作
り
に
お
い

て
最
も
大
切
な
時
期
の
環
境
作
り
で
は
、

綺
麗
事
を
押
し
通
す
強
引
さ
も
必
要
の
筈

き

れ

い

ご

と

で
す
。
し
か
し
、
認
定
こ
ど
も
園
制
度
の

中
で
は
、
厚
労
省
の
経
済
力
、
内
閣
府
の

強
引
さ
の
中
で
、
文
科
省
は
、
い
よ
い
よ

そ
の
ヘ
タ
レ
ぶ
り
の
み
が
目
立
っ
て
い
ま

・

・

・

す
。
結
果
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
教

育
の
重
要
性
が
軽
く
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
こ
の
制
度
で
は
地
方
の
実
情

に
合
わ
せ
て
判
断
し
て
貰
う
と
称
し
て
、

内
容
を
自
治
体
に
丸
投
げ
し
て
い
る
部
分

も
目
立
ち
ま
す
。
し
か
し
、
地
方
自
治
体

は
、
お
国
の
判
断
待
ち
で
、
独
自
に
実
状

を
深
慮
し
て
決
定
す
る
能
力
も
あ
り
ま
せ

ん
。
せ
い
ぜ
い
モ
デ
ル
に
少
し
手
を
加
え

て
首
長
の
個
性
と
す
る
の
が
関
の
山
で
す
。

私
も
制
度
内
容
決
定
の
為
の
平
成2

5
.
6

年
度
の
熊
本
市
子
ど
も･

子
育
て
会
議
の

諮
問
委
員
と
し
て
参
加
し
て
い
た
時
も
そ

う
で
し
た
。
会
議
の
中
で
、
幼
児
教
育
の

質
を
ど
う
担
保
す
る
か
、
そ
れ
に
学
校
で

あ
る
幼
稚
園
が
、
福
祉
の
管
轄
下
に
変
わ

る
の
だ
か
ら
、
そ
の
施
設
制
度
の
理
解
を
！

と
叫
び
続
け
ま
し
た
が
、
殆
ど
透
明
人
間

的
な
あ
し
ら
い
を
受
け
続
け
た
二
年
間
で

し
た
。
分
か
っ
て
い
た
つ
も
り
で
す
が
、

教
育
関
係
者
の
政
治
能
力
の
無
さ
と
保
育

関
係
者
の
団
結
力
と
行
政
と
の
密
着
度
も

思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

私
も
、
「
貧
す
れ
ば
鈍
す
」
と
い
う
状

ひ

ん

ど

ん

態
で
幼
児
期
の
教
育
保
育
環
境
が
劣
化
す

る
の
を
恐
れ
ま
し
た
。
又
「
衣
食
足
り
て

礼
節
を
知
る
」
の
格
言
も
あ
り
ま
す
。
教

育
の
重
要
性
を
考
え
、
悩
ん
だ
結
果
、
昨

年
度
よ
り
認
定
こ
ど
も
園
に
移
行
し
ま
し

た
。
在
園
児
の
保
護
者
に
は
、
本
当
に
有

難
い
事
に
園
の
教
育
・
保
育
方
針
に
つ
い

て
深
く
ご
理
解
戴
き
、
心
よ
り
感
謝
を
申

し
上
げ
ま
す
。
現
在
、
制
度
や
管
轄
の
問

題
、
手
続
き
の
煩
雑
さ
、
何
よ
り
教
育
と

福
祉
と
の
違
い
に
関
す
る
行
政
サ
イ
ド
の

無
理
解
へ
の
苛
立
ち
。
更
に
従
来
、
幼
稚

園
と
保
育
所
で
は
公
的
助
成
は
雲
泥
の
差

が
あ
り
ま
し
た
。
認
定
こ
ど
も
園
へ
の
移

行
に
よ
り
、
助
成
は
増
え
ま
し
た
が
「
衣

食
足
り
て
礼
節
を
知
る
」
で
は
な
く
「
衣

食
が
足
り
て
き
た
か
ら
、
も
っ
と
欲
し
い
！
」

に
陥
り
、
何
の
為
の
教
育
施
設
で
あ
る
か

お
ち
い

を
忘
れ
、
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
と
は
何
か
を

深
く
考
え
な
い
落
と
し
穴
に
落
ち
そ
う
に

な
る
危
機
感
と
日
々
戦
っ
て
い
ま
す
。

い
き
な
り
難
し
げ
な
言
葉
が
並
ん
で
驚

む
ず
か

か
れ
た
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
私
立
学

校
の
設
置
者
は
学
校
法
人
で
す
。
認
可
保

育
所
は
、
そ
れ
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
概
ね
社
会
福
祉
法
人
立
で
す

お
お
む

（
老
人
ホ
ー
ム
や
療
育
施
設
も
そ
う
で
す
）
。

学
校
法
人
や
社
会
福
祉
法
人
、
そ
れ
に
宗

教
法
人
や
医
療
法
人
な
ど
は
公
益
法
人
と

呼
ば
れ
、
原
則
と
し
て
収
益
（
＝
利
潤
）

の
な
い
法
人
で
あ
り
、
公
共
の
利
益
を
目

的
と
し
て
い
る
為
、
税
制
上
沢
山
の
優
遇

が
あ
り
ま
す
。
同
時
に
法
人
に
よ
っ
て
は

補
助
や
助
成
や
給
付
金
の
交
付
等
が
あ
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
公

共
の
利
益
と
は
何
で
し
ょ
う
。
同
じ
公
益

法
人
の
括
り
の
中
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法

く
く

人
の
種
類
に
よ
っ
て
法
人
が
成
り
立
つ
根

拠
に
な
る
法
令
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
法
令
に
よ
っ
て
、
様
々
な
基
準
が
あ
り
、

そ
の
目
標
と
す
る
公
共
の
利
益
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
公
共
の
利
益
を
保
障

す
る
為
に
は
、
公
的
資
金
が
入
る
場
合
も

あ
り
、
そ
の
為
に
、
そ
れ
ぞ
れ
会
計
基
準

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
各
々
の
公
益
法

人
の
公
共
の

利
益
の
質
や

内
容
が
異
な

る
の
で
当
然

の
事
で
す
。

私
は
学
校

法
人
と
宗
教

法
人
と
い
う

二
種
類
の
公

益
法
人
の
代

表
を
務
め
て

い
ま
す
。
当
然
、
必
要
最
低
限
の
会
計
基

準
も
学
び
ま
し
た
。
昨
年
度
、
幼
保
連
携

型
認
定
こ
ど
も
園
に
移
行
し
、
幼
稚
園
か

ら
福
祉
的
な
機
能
も
持
つ
施
設
に
変
化
し

ま
し
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
福
祉
施
設

に
な
っ
た
わ
け
で
も
、
学
校
法
人
の
施
設

が
社
会
福
祉
法
人
の
施
設
に
変
化
し
た
わ

け
で
も
な
い
点
で
す
。
同
じ
公
益
性
＝
公

共
の
利
益
と
言
っ
て
も
、
社
会
福
祉
法
人

が
目
指
す
公
益
と
学
校
法
人
が
求
め
る
公

益
で
は
内
容
が
異
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

一
般
で
は
「
公
共
の
利
益
」
の
言
葉
で
括
っ

く
く

て
し
ま
い
ま
す
。
役
所
に
至
っ
て
は
、
公

益
の
為
に
公
金(

彼
ら
の
好
き
な
言
葉
で

あ
る
血
税
）
を
使
っ
て
い
る
と
言
う
理
由

か
ら
、
そ
の
法
人
へ
の
管
理
監
督
は
厳
し

く
行
う
と
言
う
理
屈
に
な
る
よ
う
で
す
。

し
か
し
問
題
は
、
公
金
を
使
っ
て
保
護
す

る
公
共
の
利
益
に
も
種
類
が
あ
る
と
言
う

点
な
の
で
す
。

教
育
の
公
益
性
と
は
何
で
し
ょ
う
？

教
育
を
行
う
事
に
よ
っ
て
発
生
す
る
利

益
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
効
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も
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々
な
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な
る
の
で
、
一

概
に
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

こ
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だ
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は
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え
る
事
は
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教
育
の
利
益

と
効
果
は
即

目
に
見
え
る
形
で
現
れ
る

も
の
で
は
な
い
し
、
数
値
で
計
測
で
き
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
で
す
。
教
育
効

果
の
エ
ビ
デ
ン
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を
確
認
す
る
事
は
難
し

い
、
教
育
に
金
を
か
け
て
も
費
用
対
効
果

の
コ
ス
ト
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
成
立
し

な
い
事
だ
け
は
確
か
で
す
。
と
言
っ
て
も

教
育
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
金
を
ケ
チ
れ

ば
国
力
は
確
実
に
衰
退
す
る
事
も
同
様
に

き
る
強
み
で
し

た
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大

概

、

言
う
だ
け
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長

・

・

・

・

・
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で
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が
）
。

族
議
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の
特
性

に
至
っ
て
は
、

更
に
そ
れ
を
戯

画
化
し
た
よ
う

な
も
の
で
し
た
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文
教
族
の
議
員
さ
ん
は
綺
麗
事
を
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う
の

き

れ

い

ご

と

は
得
意
だ
け
ど
、
そ
の
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の
交
渉
力
や
豪

腕
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に
欠
け
る
方
が
多
い
な
あ
と
感
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て

い
ま
し
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（
例
外
的
に
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御
所
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森
喜
朗

大
先
生
だ
け
は
、
豪
腕
風
、
綺
麗
事
も
言

わ
な
い
、
又
は
言
え
な
い
？
又
は
言
う
術す

べ

を
知
ら
な
い
？
方
で
し
た
が
）
。
乳
幼
児

期
と
い
う
人
の
一
生
の
基
礎
作
り
に
お
い

て
最
も
大
切
な
時
期
の
環
境
作
り
で
は
、

綺
麗
事
を
押
し
通
す
強
引
さ
も
必
要
の
筈

き

れ

い

ご

と

で
す
。
し
か
し
、
認
定
こ
ど
も
園
制
度
の

中
で
は
、
厚
労
省
の
経
済
力
、
内
閣
府
の

強
引
さ
の
中
で
、
文
科
省
は
、
い
よ
い
よ

そ
の
ヘ
タ
レ
ぶ
り
の
み
が
目
立
っ
て
い
ま

・
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す
。
結
果
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
教

育
の
重
要
性
が
軽
く
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
で
、
こ
の
制
度
で
は
地
方
の
実
情

に
合
わ
せ
て
判
断
し
て
貰
う
と
称
し
て
、

内
容
を
自
治
体
に
丸
投
げ
し
て
い
る
部
分

も
目
立
ち
ま
す
。
し
か
し
、
地
方
自
治
体

は
、
お
国
の
判
断
待
ち
で
、
独
自
に
実
状

を
深
慮
し
て
決
定
す
る
能
力
も
あ
り
ま
せ

ん
。
せ
い
ぜ
い
モ
デ
ル
に
少
し
手
を
加
え

て
首
長
の
個
性
と
す
る
の
が
関
の
山
で
す
。

私
も
制
度
内
容
決
定
の
為
の
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た
時
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で
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の
中
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児
教
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に
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管
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の
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度
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と
叫
び
続
け
ま
し
た
が
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ど
透
明
人
間

的
な
あ
し
ら
い
を
受
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続
け
た
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間
で
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で
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が
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関
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者
の
政
治
能
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の
無
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と
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団
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着
度
も

思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

私
も
、
「
貧
す
れ
ば
鈍
す
」
と
い
う
状

ひ

ん

ど

ん

態
で
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児
期
の
教
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境
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る
の
を
恐
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ま
し
た
。
又
「
衣
食
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て

礼
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を
知
る
」
の
格
言
も
あ
り
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す
。
教
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重
要
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を
考
え
、
悩
ん
だ
結
果
、
昨
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度
よ
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認
定
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ど
も
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に
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児
の
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者
に
は
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当
に
有

難
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事
に
園
の
教
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・
保
育
方
針
に
つ
い

て
深
く
ご
理
解
戴
き
、
心
よ
り
感
謝
を
申

し
上
げ
ま
す
。
現
在
、
制
度
や
管
轄
の
問

題
、
手
続
き
の
煩
雑
さ
、
何
よ
り
教
育
と

福
祉
と
の
違
い
に
関
す
る
行
政
サ
イ
ド
の

無
理
解
へ
の
苛
立
ち
。
更
に
従
来
、
幼
稚

園
と
保
育
所
で
は
公
的
助
成
は
雲
泥
の
差

が
あ
り
ま
し
た
。
認
定
こ
ど
も
園
へ
の
移

行
に
よ
り
、
助
成
は
増
え
ま
し
た
が
「
衣

食
足
り
て
礼
節
を
知
る
」
で
は
な
く
「
衣

食
が
足
り
て
き
た
か
ら
、
も
っ
と
欲
し
い
！
」

に
陥
り
、
何
の
為
の
教
育
施
設
で
あ
る
か

お
ち
い

を
忘
れ
、
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
と
は
何
か
を

深
く
考
え
な
い
落
と
し
穴
に
落
ち
そ
う
に

な
る
危
機
感
と
日
々
戦
っ
て
い
ま
す
。

い
き
な
り
難
し
げ
な
言
葉
が
並
ん
で
驚

む
ず
か

か
れ
た
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
私
立
学

校
の
設
置
者
は
学
校
法
人
で
す
。
認
可
保

育
所
は
、
そ
れ
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
概
ね
社
会
福
祉
法
人
立
で
す

お
お
む

（
老
人
ホ
ー
ム
や
療
育
施
設
も
そ
う
で
す
）
。

学
校
法
人
や
社
会
福
祉
法
人
、
そ
れ
に
宗

教
法
人
や
医
療
法
人
な
ど
は
公
益
法
人
と

呼
ば
れ
、
原
則
と
し
て
収
益
（
＝
利
潤
）

の
な
い
法
人
で
あ
り
、
公
共
の
利
益
を
目

的
と
し
て
い
る
為
、
税
制
上
沢
山
の
優
遇

が
あ
り
ま
す
。
同
時
に
法
人
に
よ
っ
て
は

補
助
や
助
成
や
給
付
金
の
交
付
等
が
あ
る

場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
公

共
の
利
益
と
は
何
で
し
ょ
う
。
同
じ
公
益

法
人
の
括
り
の
中
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法

く
く

人
の
種
類
に
よ
っ
て
法
人
が
成
り
立
つ
根

拠
に
な
る
法
令
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
法
令
に
よ
っ
て
、
様
々
な
基
準
が
あ
り
、

そ
の
目
標
と
す
る
公
共
の
利
益
が
定
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
公
共
の
利
益
を
保
障

す
る
為
に
は
、
公
的
資
金
が
入
る
場
合
も

あ
り
、
そ
の
為
に
、
そ
れ
ぞ
れ
会
計
基
準

が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
各
々
の
公
益
法

人
の
公
共
の

利
益
の
質
や

内
容
が
異
な

る
の
で
当
然

の
事
で
す
。

私
は
学
校

法
人
と
宗
教

法
人
と
い
う

二
種
類
の
公

益
法
人
の
代

表
を
務
め
て

い
ま
す
。
当
然
、
必
要
最
低
限
の
会
計
基

準
も
学
び
ま
し
た
。
昨
年
度
、
幼
保
連
携

型
認
定
こ
ど
も
園
に
移
行
し
、
幼
稚
園
か

ら
福
祉
的
な
機
能
も
持
つ
施
設
に
変
化
し

ま
し
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
福
祉
施
設

に
な
っ
た
わ
け
で
も
、
学
校
法
人
の
施
設

が
社
会
福
祉
法
人
の
施
設
に
変
化
し
た
わ

け
で
も
な
い
点
で
す
。
同
じ
公
益
性
＝
公

共
の
利
益
と
言
っ
て
も
、
社
会
福
祉
法
人

が
目
指
す
公
益
と
学
校
法
人
が
求
め
る
公

益
で
は
内
容
が
異
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

一
般
で
は
「
公
共
の
利
益
」
の
言
葉
で
括
っ

く
く

て
し
ま
い
ま
す
。
役
所
に
至
っ
て
は
、
公

益
の
為
に
公
金(

彼
ら
の
好
き
な
言
葉
で

あ
る
血
税
）
を
使
っ
て
い
る
と
言
う
理
由

か
ら
、
そ
の
法
人
へ
の
管
理
監
督
は
厳
し

く
行
う
と
言
う
理
屈
に
な
る
よ
う
で
す
。

し
か
し
問
題
は
、
公
金
を
使
っ
て
保
護
す

る
公
共
の
利
益
に
も
種
類
が
あ
る
と
言
う

点
な
の
で
す
。

教
育
の
公
益
性
と
は
何
で
し
ょ
う
？

教
育
を
行
う
事
に
よ
っ
て
発
生
す
る
利

益
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
効
果
も
色
々
な
形
に
な
る
の
で
、
一

概
に
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

こ
れ
だ
け
は
言
え
る
事
は
、
教
育
の
利
益

と
効
果
は
即

目
に
見
え
る
形
で
現
れ
る

も
の
で
は
な
い
し
、
数
値
で
計
測
で
き
る

も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
で
す
。
教
育
効

果
の
エ
ビ
デ
ン
ス
を
確
認
す
る
事
は
難
し

い
、
教
育
に
金
を
か
け
て
も
費
用
対
効
果

の
コ
ス
ト
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
成
立
し

な
い
事
だ
け
は
確
か
で
す
。
と
言
っ
て
も

教
育
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
金
を
ケ
チ
れ

ば
国
力
は
確
実
に
衰
退
す
る
事
も
同
様
に
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確
か
で
す
。
高
平
幼
稚
園
の
目
指
す
教

育
の
効
果
の
究
極
の
目
標
は
「
キ
チ
ン

と
し
た
社
会
生
活
を
お
く
る
事
が
出
来

る
大
人
に
な
る
よ
う
に
す
る
事
」
と
謳
っ

う

た

て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
髙
平
幼
稚
園
の

建
学
の
精
神
で
す
。

福
祉
の
公
益
性
と
は
何
で
し
ょ
う
？

福
祉
の
定
義
も
様
々
に
あ
る
と
思
い

ま
す
。
非
常
に
極
端
な
言
い
方
に
な
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
一
つ
の
例
と
し

て
ご
理
解
下
さ
い
。
そ
れ
は
、
社
会
的

弱
者
の
保
護
の
為
に
『
不
公
平
や
不
平

等
を
、
法
制
度
に
よ
っ
て
正
当
化
し
、

そ
の
為
の
措
置
を
実
行
す
る
事
』
と
言

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
例
え

ば
生
活
保
護
、
例
え
ば
老
人
保
護
介
護
、

例
え
ば
療
育
事
業
な
ど
社
会
的
弱
者
に

対
し
て
金
銭
そ
の
他
の
保
護
を
行
う
事

に
な
り
ま
す
。
も
し
、
弱
者
で
な
け
れ

ば
、
働
い
て
い
な
い
人
に
税
金
を
使
っ

て
お
金
を
与
え
る
事
は
不
公
平
で
す
。

単
に
老
人
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
金
銭
の

支
給
や
割
引
、
無

料
化
さ
れ
る
の
も

平
等
と
は
言
え
ま

せ
ん
。
全
て
の
機

会
を
平
等
に
す
る

事
で
全
て
の
自
由

を
保
障
す
る
の
が

原
則
の
筈
で
す
。

し
か
し
、
全
て
の
人
へ
の
行
政
の
対
応

を
平
等
し
て
し
ま
う
と
ど
う
な
る
で
し
ょ

う
？
弱
者
で
あ
れ
ば
、
飢
え
て
死
ぬ
自

由
、
自
殺
す
る
自
由
、
路
頭
に
迷
う
自

由
ま
で
保
障
す
る
事
に
な
り
ま
す
。
そ

こ
に
何
ら
か
の
保
護
や
支
給
給
付
を
行

い
、
不
平
等
か
も
知
れ
な
い
部
分
に
法

的
正
当
性
を
与
え
る
事
が
福
祉
の
目
的

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
言
わ
ば
「
正

当
な
不
平
等
の
保
障
」
で
す
。
し
か
し
、

原
則
は
全
て
の
機
会
の
平
等
で
す
。
そ

し
て
福
祉
の
保
障
す
る
不
平
等
の
正
当

性
の
根
源
は
社
会
的
弱
者
の
保
護
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
が
公
共
の
利
益
の
筈

で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
福
祉
で
保
障
さ

れ
た
不
平
等
と
形
式
上
の
平
等
が
乖
離

か

い

り

し
た
状
態
に
あ
る
事
は
、
避
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
為
に
、
公
金
の

支
給
等
に
は
、
明
確
な
基
準
が
設
け
ら

れ
、
福
祉
法
が
保
障
す
る
内
容
が
実
施

さ
れ
て
い
る
か
の
チ
ェ
ッ
ク
と
給
付
内

容
の
正
当
性
の
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
ま

す
。
そ
れ
が
福
祉
施
設
へ
の
監
査
と
い

う
形
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
教

育
の
求
め
る
利
益
は
、
金
銭
や
数
値
に

換
算
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
す
。
そ

う
考
え
る
と
、
教
育
と
福
祉
と
で
は
公

益
は
別
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

所
得
や
貧
富
の
差
で
、
教
育
を
受
け

る
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
の
は
不
公
平
で
、

違
憲
で
す
。
教
育
の
機
会
の
平
等
を
保

障
す
る
為
に
義
務
教
育
と
い
う
制
度
が

あ
り
、
そ
の
法
源
は
憲
法
に
あ
り
ま
す
。

幼
児
期
が
、
人
間
の
基
礎
を
作
る
大
切

な
時
期
で
あ
る
事
に
国
が
や
っ
と
気
づ

き
、
３
歳
か
ら
小
学
校
就
学
ま
で
の
幼

児
教
育
の
無
償
化
が
動
き
始
め
ま
し
た
。

こ
れ
で
、
親
の
負
担
で
あ
る
保
育
料
に

影
響
さ
れ
ず
、
幼
児
達
が
良
質
な
教
育

を
受
け
る
権
利
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
い
つ
も
書

い
て
い
ま
す
が
『
保
育
』
と
言
う
文
言

は
、
法
律
に
よ
っ
て
指
し
示
す
内
容
に

違
い
が
あ
り
ま
す
。
教
育
畑
の
『
保
育
』

は
幼
児
期
の
教
育
。
福
祉
畑
の
『
保
育
』

は
「
子
ど
も
へ
の
養
育
保
護
を
保
護
者

に
代
わ
っ
て
代
行
す
る
」
意
味
合
い
が

強
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
教

育
で
あ
る
『
保
育
』
で
は
補
助
金
が
子

ど
も
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
の
に
対
し

て
、
福
祉
で
あ
る
『
保
育
』
に
は
行
政

が
保
護
者
に
代
わ
っ
て
子
ど
も
に
対
す

る
養
育
・
保
護
と
い
う
措
置
が
行
わ
れ
、

そ
の
費
用
は
行
政
の
負
担
に
な
り
ま
す
。

当
然
、
保
護
者
の
状
況
に
よ
っ
て
『
保

育
』
を
必
要
と
す
る
程
度
が
異
な
り
、

そ
れ
に
応
じ
て
必
要
な
金
額
も
変
わ
り

ま
す
の
で
、
受
給
に
対
し
て
は
細
か
い

審
査
が
行
わ
れ
る
事
に
な
り
ま
す
。
保

護
者
の
方
は
ご
存
じ
な
い
と
思
い
ま
す

が
、
同
じ
市
民
で
あ
り
な
が
ら
、
同
じ

子
ど
も
で
教
育
的
『
保
育
』
の
補
助
金

と
福
祉
的
『
保
育
』
の
措
置
費
で
は
、

金
額
の
桁
が
違
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
良

質
の
教
育
を
受
け
た
い
保
護
者
は
、
家

庭
の
持
出
金
額
が
大
き
く
な
る
訳
で
す
。

同
じ
市
民
で
あ
る
こ
ど
も
の
教
育
受
給

権
の
平
等
性
を
保
障
す
る
為
に
「
補
助

金
の
幼
保
格
差
の
是
正
」
を
私
は
二
十

年
以
上
訴
え
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
、

や
っ
と
一
歩
前
進
す
る
と
思
っ
た
の
が

「
幼
児
教
育
の
無
償
化
」
で
し
た
。
保

護
者
に
と
っ
て
は
、
理
由
や
目
的
が
何

で
あ
れ
、
お
金
は
懸
か
ら
な
い
方
が
良

い
に
決
ま
っ
て
ま
す
。
私
だ
っ
て
無
償

化
だ
け
の
問
題
な
ら
諸
手
を
挙
げ
て
賛

成
で
す
。
し
か
し
、
待
機
児
童
解
消
を

目
標
と
す
る
総
理
大
臣
に
と
っ
て
は
、

教
育
の
重

要
性
ま
で

深
く
考
え

る
作
業
は

不
要
の
よ

う
で
す
。

「
教
育
の

無
償
化
」

が
、
い
つ

の
間
に
か

確
か
で
す
。
高
平
幼
稚
園
の
目
指
す
教

育
の
効
果
の
究
極
の
目
標
は
「
キ
チ
ン

と
し
た
社
会
生
活
を
お
く
る
事
が
出
来

る
大
人
に
な
る
よ
う
に
す
る
事
」
と
謳
っ

う

た

て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
髙
平
幼
稚
園
の

建
学
の
精
神
で
す
。

福
祉
の
公
益
性
と
は
何
で
し
ょ
う
？

福
祉
の
定
義
も
様
々
に
あ
る
と
思
い

ま
す
。
非
常
に
極
端
な
言
い
方
に
な
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
一
つ
の
例
と
し

て
ご
理
解
下
さ
い
。
そ
れ
は
、
社
会
的

弱
者
の
保
護
の
為
に
『
不
公
平
や
不
平

等
を
、
法
制
度
に
よ
っ
て
正
当
化
し
、

そ
の
為
の
措
置
を
実
行
す
る
事
』
と
言

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
例
え

ば
生
活
保
護
、
例
え
ば
老
人
保
護
介
護
、

例
え
ば
療
育
事
業
な
ど
社
会
的
弱
者
に

対
し
て
金
銭
そ
の
他
の
保
護
を
行
う
事

に
な
り
ま
す
。
も
し
、
弱
者
で
な
け
れ

ば
、
働
い
て
い
な
い
人
に
税
金
を
使
っ

て
お
金
を
与
え
る
事
は
不
公
平
で
す
。

単
に
老
人
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
金
銭
の

支
給
や
割
引
、
無

料
化
さ
れ
る
の
も

平
等
と
は
言
え
ま

せ
ん
。
全
て
の
機

会
を
平
等
に
す
る

事
で
全
て
の
自
由

を
保
障
す
る
の
が

原
則
の
筈
で
す
。

し
か
し
、
全
て
の
人
へ
の
行
政
の
対
応

を
平
等
し
て
し
ま
う
と
ど
う
な
る
で
し
ょ

う
？
弱
者
で
あ
れ
ば
、
飢
え
て
死
ぬ
自

由
、
自
殺
す
る
自
由
、
路
頭
に
迷
う
自

由
ま
で
保
障
す
る
事
に
な
り
ま
す
。
そ

こ
に
何
ら
か
の
保
護
や
支
給
給
付
を
行

い
、
不
平
等
か
も
知
れ
な
い
部
分
に
法

的
正
当
性
を
与
え
る
事
が
福
祉
の
目
的

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
言
わ
ば
「
正

当
な
不
平
等
の
保
障
」
で
す
。
し
か
し
、

原
則
は
全
て
の
機
会
の
平
等
で
す
。
そ

し
て
福
祉
の
保
障
す
る
不
平
等
の
正
当

性
の
根
源
は
社
会
的
弱
者
の
保
護
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
が
公
共
の
利
益
の
筈

で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
福
祉
で
保
障
さ

れ
た
不
平
等
と
形
式
上
の
平
等
が
乖
離

か

い

り

し
た
状
態
に
あ
る
事
は
、
避
け
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
為
に
、
公
金
の

支
給
等
に
は
、
明
確
な
基
準
が
設
け
ら

れ
、
福
祉
法
が
保
障
す
る
内
容
が
実
施

さ
れ
て
い
る
か
の
チ
ェ
ッ
ク
と
給
付
内

容
の
正
当
性
の
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
ま

す
。
そ
れ
が
福
祉
施
設
へ
の
監
査
と
い

う
形
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
教

育
の
求
め
る
利
益
は
、
金
銭
や
数
値
に

換
算
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
す
。
そ

う
考
え
る
と
、
教
育
と
福
祉
と
で
は
公

益
は
別
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

所
得
や
貧
富
の
差
で
、
教
育
を
受
け

る
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
の
は
不
公
平
で
、

違
憲
で
す
。
教
育
の
機
会
の
平
等
を
保

障
す
る
為
に
義
務
教
育
と
い
う
制
度
が

あ
り
、
そ
の
法
源
は
憲
法
に
あ
り
ま
す
。

幼
児
期
が
、
人
間
の
基
礎
を
作
る
大
切

な
時
期
で
あ
る
事
に
国
が
や
っ
と
気
づ

き
、
３
歳
か
ら
小
学
校
就
学
ま
で
の
幼

児
教
育
の
無
償
化
が
動
き
始
め
ま
し
た
。

こ
れ
で
、
親
の
負
担
で
あ
る
保
育
料
に

影
響
さ
れ
ず
、
幼
児
達
が
良
質
な
教
育

を
受
け
る
権
利
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
い
つ
も
書

い
て
い
ま
す
が
『
保
育
』
と
言
う
文
言

は
、
法
律
に
よ
っ
て
指
し
示
す
内
容
に

違
い
が
あ
り
ま
す
。
教
育
畑
の
『
保
育
』

は
幼
児
期
の
教
育
。
福
祉
畑
の
『
保
育
』

は
「
子
ど
も
へ
の
養
育
保
護
を
保
護
者

に
代
わ
っ
て
代
行
す
る
」
意
味
合
い
が

強
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
教

育
で
あ
る
『
保
育
』
で
は
補
助
金
が
子

ど
も
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
の
に
対
し

て
、
福
祉
で
あ
る
『
保
育
』
に
は
行
政

が
保
護
者
に
代
わ
っ
て
子
ど
も
に
対
す

る
養
育
・
保
護
と
い
う
措
置
が
行
わ
れ
、

そ
の
費
用
は
行
政
の
負
担
に
な
り
ま
す
。

当
然
、
保
護
者
の
状
況
に
よ
っ
て
『
保

育
』
を
必
要
と
す
る
程
度
が
異
な
り
、

そ
れ
に
応
じ
て
必
要
な
金
額
も
変
わ
り

ま
す
の
で
、
受
給
に
対
し
て
は
細
か
い

審
査
が
行
わ
れ
る
事
に
な
り
ま
す
。
保

護
者
の
方
は
ご
存
じ
な
い
と
思
い
ま
す

が
、
同
じ
市
民
で
あ
り
な
が
ら
、
同
じ

子
ど
も
で
教
育
的
『
保
育
』
の
補
助
金

と
福
祉
的
『
保
育
』
の
措
置
費
で
は
、

金
額
の
桁
が
違
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
良

質
の
教
育
を
受
け
た
い
保
護
者
は
、
家

庭
の
持
出
金
額
が
大
き
く
な
る
訳
で
す
。

同
じ
市
民
で
あ
る
こ
ど
も
の
教
育
受
給

権
の
平
等
性
を
保
障
す
る
為
に
「
補
助

金
の
幼
保
格
差
の
是
正
」
を
私
は
二
十

年
以
上
訴
え
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
、

や
っ
と
一
歩
前
進
す
る
と
思
っ
た
の
が

「
幼
児
教
育
の
無
償
化
」
で
し
た
。
保

護
者
に
と
っ
て
は
、
理
由
や
目
的
が
何

で
あ
れ
、
お
金
は
懸
か
ら
な
い
方
が
良

い
に
決
ま
っ
て
ま
す
。
私
だ
っ
て
無
償

化
だ
け
の
問
題
な
ら
諸
手
を
挙
げ
て
賛

成
で
す
。
し
か
し
、
待
機
児
童
解
消
を

目
標
と
す
る
総
理
大
臣
に
と
っ
て
は
、

教
育
の
重

要
性
ま
で

深
く
考
え

る
作
業
は

不
要
の
よ

う
で
す
。

「
教
育
の

無
償
化
」

が
、
い
つ

の
間
に
か
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「
教
育･

保
育

の
無
償
化
」

に
変
わ
り
、

幼
稚
園
だ
け

で
な
く
、
保

育
所
も
三
歳

児
以
上
の
無

償
化
に
な
り

ま
し
た
。
認

定
こ
ど
も
園
で
あ
れ
ば
、
教
育
の
無
償
化

と
言
う
の
な
ら
、
一
号
認
定
の
無
償
化
で

二
号
認
定
は
教
育
時
間
部
分
の
無
償
化
で

あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
ご

存
じ
の
よ
う
に
、
保
育
所
は
家
庭
の
事
情

に
よ
っ
て
保
育
料
が
大
き
く
違
い
ま
す
。

同
じ
保
育
を
受
け
る
な
ら
同
じ
保
育
料
を

負
担
す
る
の
が
平
等
で
す
。
し
か
し
、
福

祉
の
考
え
方
か
ら
家
庭
事
情
を
考
慮
し
社

会
的
弱
者
と
さ
れ
る
例
え
ば
生
活
保
護
世

帯
は
現
在
で
も
保
育
料
は
０
円
で
す
。
状

態
に
合
わ
せ
て
、
弱
者
保
護
で
合
理
的
に

補
填
す
る
の
が
福
祉
の
考
え
方
で
す
。
だ

か
ら
こ
そ
色
々
な
事
情
を
数
値
化
し
、
客

観
的
な
判
断
の
下
、
厳
密
に
措
置
を
行
い

ま
す
。
そ
れ
を
一
律
無
償
化
す
る
な
ら
最

初
か
ら
全
て
の
対
象
児
童
に
月
額
い
く
ら

の
教
育･

保
育
充
当
費
を
支
給
す
べ
き
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
前
回
の
３
％
ア
ッ

プ
の
時
は
、
増
税
分
は
福
祉
目
的
の
み
で

し
た
が
、
今
回
の
２
％
ア
ッ
プ
で
教
育
環

境
向
上
の
為
に
使
え
る
事
を
期
待
し
ま
し

た
。
し
か
し
今
度
も
増
税
分
は
、
保
育
部

分
に
流
入
す
る
で
し
ょ
う
。
大
新
聞
の
情

報
源
で
あ
る
共
同
通
信
社
が
「
無
償
化
を

狙
っ
て
私
立
幼
稚
園
は
、
保
育
料
を
値
上

げ
し
始
め
た
が
、
こ
れ
は
便
乗
値
上
げ
で

は
な
い
か
」
と
言
う
主
旨
の
記
事
を
出
し

ま
し
た
。
都
市
部
の
一
部
で
は
、
そ
う
い

う
幼
稚
園
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

地
方
の
幼
稚
園
は
保
育
料
の
値
上
げ
は
園

児
の
減
少
に
な
り
園
の
維
持
が
出
来
な
い
、

し
か
し
現
在
の
保
育
料
だ
と
先
生
の
給
与

も
払
え
な
い
と
い
う
ギ
リ
ギ
リ
の
線
で
運

営
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
「
教
育
の
無
償

化
」
は
、
保
育
料
を
妥
当
な
額
に
し
て
、

教
育
の
質
を
上
げ
る
最
後
の
光
に
な
っ
た

筈
で
す
。
そ
れ
を
便
乗
値
上
げ
す
る
銭
奴

扱
い
す
る
と
は
あ
き
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

も
っ
と
あ
き
れ
た
の
は
熊
日
新
聞
で
す
。

こ
の
共
同
通
信
社
の
記
事
を
一
面
ト
ッ
プ

に
持
っ
て
き
て
い
る
の
で
す(

他
の
新
聞

は
違
い
ま
し
た
）
。
更
に
、
そ
の
数
日
後

の
『
新
生
面
』
で
は
、
筆
者
の
発
言
で
は

な
い
形
に
は
な
っ
て
い
ま
す
が
、
「
便
乗

値
上
げ
」
と
い
う
文
言
が
掲
載
さ
れ
て
ま

す
。
一
体

ど
う
い
う

事
で
し
ょ

う
。

現
在
国
を

挙
げ
て
、

幼
児
教
育

の
セ
レ
ブ

化
を
進
め
、

富
裕
層
の
み
が
質
の
良
い
幼
児
教
育
を
受

け
る
事
が
で
き
る
違
憲
状
態
に
拍
車
を
か

け
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
ツ
ケ
は
結
局

国
に
回
る
の
で
す
が
・
・
・
。

子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
２
～
６
歳
で
し

か
学
べ
な
い
事
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
、
小
学
校
で
学
ぶ
内
容
と
は
質
が
違
う

も
の
で
す
が
、
人
間
の
成
長
に
と
っ
て
と

て
も
大
切
な
内
容
で
す
。
そ
れ
は
数
値
化

で
き
る
＝
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
形
で
は
な
い

の
で
、
大
人
の
目
に
は
分
か
ら
な
い
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
幼
稚
園
の

先
生
達
は
、
一
人
一
人
を
し
っ
か
り
見
な

が
ら
、
そ
の
子
に
あ
っ
た
オ
ー
ダ
ー
メ
イ

ド
の
教
育
を
実
行
し
よ
う
と
努
力
し
て
い

ま
す
。
以
前
は
、
英
才
教
育
が
持
て
囃
さ

は
や

れ
た
時
も
あ
り
ま
す
。
高
学
歴
が
社
会
的

地
位
や
高
収
入
を
保
障
す
る
時
代
な
ら
、

ま
だ
意
味
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

経
済
成
長
の
望
め
な
い
社
会
で
は
、
自
ら

の
生
き
方
の
中
で
幸
福
を
模
索
す
る
し
か

も

さ

く

あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
幼
児
期
に

人
と
し
て
生
き
る
基
本
的
な
力
、
即
ち
非

認
知
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
よ
う
な
教
育

環
境
を
整
え
た
い
と
私
は
切
に
願
い
ま
す
。

今
、
私
が
園
長
と
し
て
最
後
の
ひ
と
踏
ん

張
り
を
し
よ
う
と
奮
起
し
て
い
る
の
は
、

こ
の
願
い
を
叶
え
た
い
か
ら
で
す
。
で
も
、

私
一
人
が
盛
り
上
が
っ
て
も
仕
方
が
あ
り

ま
せ
ん
。
先
生
達
に
も
保
育
者
の
使
命
と

は
何
か
？
も
う
一
度
考
え
て
欲
し
い
と

叱
咤
し
て
い
ま
す
。
保
護
者
の
皆
様
も
、

し
っ
せ
き

家
庭
、
親
、
つ
ま
り
大
人
と
し
て
の
役
割

を
も
う
一
度
見
つ
め
直
し
て
欲
し
い
の
で

す
。
今
、
園
に
通
う
子
ど
も
達
が
、
大
人

に
な
っ
て
も
生
き
生
き
と
元
気
に
過
ご
せ

る
よ
う
に
な
っ
て
貰
う
た
め
に
今
、
大
人

が
出
来
る
事
を
。

杞
憂
か
な
？

き

ゆ

う
私
が
一
人
で
勝
手
に
心
配
し
て
い
る
の

な
ら
、
そ
の
方
が
有
難
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
教
育
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
ツ

ケ
、
更
に
は
、
小
泉･

竹
中
時
代
に
始
ま
っ

た
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
名
の
下
、
全
て
の

価
値
を
金
銭
換
算
す
る
潮
流
と
終
身
雇
用

の
崩
壊
。
そ
こ
か
ら
始
ま
る
貧
富
の
二
極

化
。
そ
の
中
で
、
明
ら
か
に
人
々
の
意
識
、

特
に
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
と
さ
れ

る
日
本
の
牽
引
層
の
人
々
の
劣
化
は
目
を

覆
う
ば
か
り
で
す
。
国
家
腐
敗
が
進
ん
だ

国
ラ
ン
キ
ン
グ
で
日
本
は
二
十
位
で
す
が
、

多
分
、
も
っ
と
ひ
ど
く
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
日
本
で
、
生
き
る
こ
れ
か
ら
の
子

ど
も
達
。
大
地
に
足
を
し
っ
か
り
つ
け
た

人
生
を
歩
め
る
大
人
に
な
る
為
の
基
礎
作

り
が
我
々
大
人
の
役
割
の
筈
で
す
。
大
人

自
身
が
、
し
っ
か
り
し
て
い
る
か
と
問
わ

れ
た
ら
自
信
を
持
っ
て
「
ハ
イ
」
と
は
言

え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
を
生
き

る
子
ど
も
の
為
に
大
人
が
出
来
る
事
は
沢

山
有
る
は
ず
で
す
。

「
教
育･

保
育

の
無
償
化
」

に
変
わ
り
、

幼
稚
園
だ
け

で
な
く
、
保

育
所
も
三
歳

児
以
上
の
無

償
化
に
な
り

ま
し
た
。
認

定
こ
ど
も
園
で
あ
れ
ば
、
教
育
の
無
償
化

と
言
う
の
な
ら
、
一
号
認
定
の
無
償
化
で

二
号
認
定
は
教
育
時
間
部
分
の
無
償
化
で

あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
ご

存
じ
の
よ
う
に
、
保
育
所
は
家
庭
の
事
情

に
よ
っ
て
保
育
料
が
大
き
く
違
い
ま
す
。

同
じ
保
育
を
受
け
る
な
ら
同
じ
保
育
料
を

負
担
す
る
の
が
平
等
で
す
。
し
か
し
、
福

祉
の
考
え
方
か
ら
家
庭
事
情
を
考
慮
し
社

会
的
弱
者
と
さ
れ
る
例
え
ば
生
活
保
護
世

帯
は
現
在
で
も
保
育
料
は
０
円
で
す
。
状

態
に
合
わ
せ
て
、
弱
者
保
護
で
合
理
的
に

補
填
す
る
の
が
福
祉
の
考
え
方
で
す
。
だ

か
ら
こ
そ
色
々
な
事
情
を
数
値
化
し
、
客

観
的
な
判
断
の
下
、
厳
密
に
措
置
を
行
い

ま
す
。
そ
れ
を
一
律
無
償
化
す
る
な
ら
最

初
か
ら
全
て
の
対
象
児
童
に
月
額
い
く
ら

の
教
育･

保
育
充
当
費
を
支
給
す
べ
き
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
前
回
の
３
％
ア
ッ

プ
の
時
は
、
増
税
分
は
福
祉
目
的
の
み
で

し
た
が
、
今
回
の
２
％
ア
ッ
プ
で
教
育
環

境
向
上
の
為
に
使
え
る
事
を
期
待
し
ま
し

た
。
し
か
し
今
度
も
増
税
分
は
、
保
育
部

分
に
流
入
す
る
で
し
ょ
う
。
大
新
聞
の
情

報
源
で
あ
る
共
同
通
信
社
が
「
無
償
化
を

狙
っ
て
私
立
幼
稚
園
は
、
保
育
料
を
値
上

げ
し
始
め
た
が
、
こ
れ
は
便
乗
値
上
げ
で

は
な
い
か
」
と
言
う
主
旨
の
記
事
を
出
し

ま
し
た
。
都
市
部
の
一
部
で
は
、
そ
う
い

う
幼
稚
園
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

地
方
の
幼
稚
園
は
保
育
料
の
値
上
げ
は
園

児
の
減
少
に
な
り
園
の
維
持
が
出
来
な
い
、

し
か
し
現
在
の
保
育
料
だ
と
先
生
の
給
与

も
払
え
な
い
と
い
う
ギ
リ
ギ
リ
の
線
で
運

営
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
「
教
育
の
無
償

化
」
は
、
保
育
料
を
妥
当
な
額
に
し
て
、

教
育
の
質
を
上
げ
る
最
後
の
光
に
な
っ
た

筈
で
す
。
そ
れ
を
便
乗
値
上
げ
す
る
銭
奴

扱
い
す
る
と
は
あ
き
れ
ま
す
。
そ
し
て
、

も
っ
と
あ
き
れ
た
の
は
熊
日
新
聞
で
す
。

こ
の
共
同
通
信
社
の
記
事
を
一
面
ト
ッ
プ

に
持
っ
て
き
て
い
る
の
で
す(

他
の
新
聞

は
違
い
ま
し
た
）
。
更
に
、
そ
の
数
日
後

の
『
新
生
面
』
で
は
、
筆
者
の
発
言
で
は

な
い
形
に
は
な
っ
て
い
ま
す
が
、
「
便
乗

値
上
げ
」
と
い
う
文
言
が
掲
載
さ
れ
て
ま

す
。
一
体

ど
う
い
う

事
で
し
ょ

う
。

現
在
国
を

挙
げ
て
、

幼
児
教
育

の
セ
レ
ブ

化
を
進
め
、

富
裕
層
の
み
が
質
の
良
い
幼
児
教
育
を
受

け
る
事
が
で
き
る
違
憲
状
態
に
拍
車
を
か

け
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
ツ
ケ
は
結
局

国
に
回
る
の
で
す
が
・
・
・
。

子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
２
～
６
歳
で
し

か
学
べ
な
い
事
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
、
小
学
校
で
学
ぶ
内
容
と
は
質
が
違
う

も
の
で
す
が
、
人
間
の
成
長
に
と
っ
て
と

て
も
大
切
な
内
容
で
す
。
そ
れ
は
数
値
化

で
き
る
＝
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
形
で
は
な
い

の
で
、
大
人
の
目
に
は
分
か
ら
な
い
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
幼
稚
園
の

先
生
達
は
、
一
人
一
人
を
し
っ
か
り
見
な

が
ら
、
そ
の
子
に
あ
っ
た
オ
ー
ダ
ー
メ
イ

ド
の
教
育
を
実
行
し
よ
う
と
努
力
し
て
い

ま
す
。
以
前
は
、
英
才
教
育
が
持
て
囃
さ

は
や

れ
た
時
も
あ
り
ま
す
。
高
学
歴
が
社
会
的

地
位
や
高
収
入
を
保
障
す
る
時
代
な
ら
、

ま
だ
意
味
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

経
済
成
長
の
望
め
な
い
社
会
で
は
、
自
ら

の
生
き
方
の
中
で
幸
福
を
模
索
す
る
し
か

も

さ

く

あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、
幼
児
期
に

人
と
し
て
生
き
る
基
本
的
な
力
、
即
ち
非

認
知
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
よ
う
な
教
育

環
境
を
整
え
た
い
と
私
は
切
に
願
い
ま
す
。

今
、
私
が
園
長
と
し
て
最
後
の
ひ
と
踏
ん

張
り
を
し
よ
う
と
奮
起
し
て
い
る
の
は
、

こ
の
願
い
を
叶
え
た
い
か
ら
で
す
。
で
も
、

私
一
人
が
盛
り
上
が
っ
て
も
仕
方
が
あ
り

ま
せ
ん
。
先
生
達
に
も
保
育
者
の
使
命
と

は
何
か
？
も
う
一
度
考
え
て
欲
し
い
と

叱
咤
し
て
い
ま
す
。
保
護
者
の
皆
様
も
、

し
っ
せ
き

家
庭
、
親
、
つ
ま
り
大
人
と
し
て
の
役
割

を
も
う
一
度
見
つ
め
直
し
て
欲
し
い
の
で

す
。
今
、
園
に
通
う
子
ど
も
達
が
、
大
人

に
な
っ
て
も
生
き
生
き
と
元
気
に
過
ご
せ

る
よ
う
に
な
っ
て
貰
う
た
め
に
今
、
大
人

が
出
来
る
事
を
。

杞
憂
か
な
？

き

ゆ

う
私
が
一
人
で
勝
手
に
心
配
し
て
い
る
の

な
ら
、
そ
の
方
が
有
難
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
教
育
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
ツ

ケ
、
更
に
は
、
小
泉･

竹
中
時
代
に
始
ま
っ

た
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
名
の
下
、
全
て
の

価
値
を
金
銭
換
算
す
る
潮
流
と
終
身
雇
用

の
崩
壊
。
そ
こ
か
ら
始
ま
る
貧
富
の
二
極

化
。
そ
の
中
で
、
明
ら
か
に
人
々
の
意
識
、

特
に
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
と
さ
れ

る
日
本
の
牽
引
層
の
人
々
の
劣
化
は
目
を

覆
う
ば
か
り
で
す
。
国
家
腐
敗
が
進
ん
だ

国
ラ
ン
キ
ン
グ
で
日
本
は
二
十
位
で
す
が
、

多
分
、
も
っ
と
ひ
ど
く
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
日
本
で
、
生
き
る
こ
れ
か
ら
の
子

ど
も
達
。
大
地
に
足
を
し
っ
か
り
つ
け
た

人
生
を
歩
め
る
大
人
に
な
る
為
の
基
礎
作

り
が
我
々
大
人
の
役
割
の
筈
で
す
。
大
人

自
身
が
、
し
っ
か
り
し
て
い
る
か
と
問
わ

れ
た
ら
自
信
を
持
っ
て
「
ハ
イ
」
と
は
言

え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
を
生
き

る
子
ど
も
の
為
に
大
人
が
出
来
る
事
は
沢

山
有
る
は
ず
で
す
。
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