
　
　
　
老
人
施
設
の
デ
イ
ケ

　
　
ア
に
行
っ
た
方
が
、　

　
　「
も
う
、
あ
ん
な
と
こ

　
　
ろ
に
は
行
か
な
い
」
と

　
　
怒
っ
て
帰
っ
て
き
ま
し

　
　
た
。
そ
の
方
は
デ
イ
ケ

　
　
ア
は
初
め
て
で
、
ケ
ア

　
　
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
さ
ん

の
勧
め
で
行
っ

た
ら
し
い
の
で

す
が
、
施
設
の

対
応
が
ど
う
も

気
に
食
わ
な

か
っ
た
よ
う
で

す
。
　
何
も
ひ
ど
い

扱
い
を
受
け
た

と
い
う
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

施
設
の
方
も
皆

さ
ん
親
切
で
、

親
身
に
な
っ
て

お
世
話
を
し
て
く
れ
た
よ
う

で
す
。
で
も
、
そ
の
端
々
に

出
る
態
度
が
気
に
食
わ
な

か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。

　
特
に
我
慢
で
き
な
か
っ
た

の
が
歌
の
時
間
。
幼
児
が
歌

う
よ
う
な
歌
を
歌
わ
さ
れ
た
。

「
こ
の
年
に
な
っ
て
、
あ
ん

な
歌
を
歌
わ
せ
る
の
は
バ
カ

に
し
て
い
る
」
と
怒
っ
て
い

ま
し
た
。
聞
く
と
「
む
す
ん

で
ひ
ら
い
て
」
や
「
ス
ズ
メ

の
学
校
」
な
ど
を
歌
っ
た
そ

う
で
す
。「
む
す
ん
で
ひ
ら

い
て
」
な
ど
は
指
の
運
動
に

も
な
り
、
脳
に
も
い
い
と
思

う
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
と

「
年
寄
り
だ
か
ら
と
バ
カ
に

し
て
い
る
」
と
さ
ら
に
怒
り

ま
す
。

　
ま
た
、
言
葉
遣
い
も
気
に

入
ら
な
い
と
い
い
ま
す
。

「
〇
〇
さ
ん
、
元
気
？
」
な

ど
と
い
う
。「
こ
れ
、
で
き

る
？
」
な
ど
と
聞
か
れ
る
。

「
お
前
は
俺
よ
り
も
若
い
ん

だ
か
ら
敬
語
を
使
え
」
と
思

う
。
こ
れ
で
は
子
ど
も
に
対

す
る
言
葉
遣
い
だ
と
い
う
の

で
す
。

　
要
は
尊
敬
が
な
い
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
言
葉
遣
い
を

す
る
の
は
、
何
も
老
人
施
設

で
働
い
て
い
る
方
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
病
院
で
も
こ

の
よ
う
な
言
葉
遣
い
を
さ
れ

る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

「
そ
れ
は
親
し
み
を
込
め
た

話
し
方
な
ん
だ
か
ら
」
と
い

う
人
も
い
ま
す
。

　
で
も
、
た
と
え
ば
レ
ス
ト

ラ
ン
で
「
ほ
か
に
何
か
注
文

あ
る
？
」
と
聞
か
れ
た
り
、

コ
ン
ビ
ニ
で
「
買
う
の
、
買

わ
な
い
の
」
と
聞
か
れ
た
ら
、

頭
に
き
ま
す
ね
。
親
し
み
を

込
め
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、

自
分
が
下
に
見
ら
れ
て
い
る

気
が
す
る
の
で
す
。

　
年
を
取
る
と
病
院
に
行
く

機
会
が
増
え
ま
す
。
日
々
、

こ
の
よ
う
な
見
下
さ
れ
て
い

る
言
葉
遣
い
を
さ
れ
て
い
る

と
、
自
分
が
弱
者
に
な
っ
た

よ
う
で
気
分
が
悪
い
と
い
う

の
で
す
。

　
尊
敬
は
何
よ
り
大
事

　
私
は
能
を
し
て
い
ま
す
。

先
日
、
舞
台
が
終
わ
っ
た
あ

と
に
み
ん
な
で
飲
み
に
行
こ

う
と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た
。

ひ
と
り
の
方
が
「
こ
の
頃
、

ち
ょ
っ
と
調
子
が
悪
い
か
ら
、

失
礼
し
て
帰
る
」
と
帰
ら
れ

る
と
、
そ
の
あ
と
で
残
っ
た

人
た
ち
が
…

　「
彼
は
い
く
つ
だ
っ
け
」

　「
確
か
八
十
三
歳
か
な
」

　「
八
十
代
か
。
ま
だ
若
い

の
に
元
気
が
な
い
な
」

　「
う
ん
、
そ
う
だ
な
」

　
…
な
ど
と
話
し
て
い
ま
し

た
。
　
能
の
稽
古
は
、
早
い
子
は

一
歳
半
く
ら
い
か
ら
始
め
ま

す
。
遅
い
子
で
も
六
歳
に
は

始
め
る
の
で
、
八
十
三
歳
と

い
え
ば
稽
古
を
始
め
て
、
も

う
八
十
年
く
ら
い
経
っ
て
い

ま
す
。
よ
く
「
自
分
は
こ
の

道
、
四
十
年
」
な
ん
て
自
慢

す
る
人
が
い
ま
す
が
、
能
の

世
界
で
は
「
こ
の
道
、
八
十

年
」
な
ん
て
人
が
何
人
も
い

ま
す
。
そ
れ
で
も
「
ま
だ
若

い
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
の

で
す
。

　
数
年
前
に
亡
く
な
ら
れ
た

私
の
師
匠
は
、
八
十
歳
の
と

き
に
ご
自
分
が
出
演
さ
れ
た

舞
台
を
テ
レ
ビ
で
観
た
と
き

に
、
そ
れ
が
思
っ
た
よ
う
な

出
来
で
は
な
か
っ
た
の
で

「
引
退
を
し
た
い
」と
言
い
出

さ
れ
ま
し
た
。
す
る
と
周
り

か
ら
「
若
い
の
に
何
を
言
っ

て
い
る
ん
だ
」
な
ど
と
言
わ

て
い
た
の
で
す
。

　
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
こ
と

を
言
わ
れ
る
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
九
十
歳
を
越
え
て
も
、

現
役
で
舞
台
を
つ
と
め
て
い

る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら

で
す
。
私
は
六
十
四
歳
で
す

が
、「
六
十
、
七
十
は
は
な
た

れ
小
僧
」
と
い
う
言
葉
が
、

ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
能
の
世
界
に
は
「
年
は

取
れ
ば
取
る
ほ
ど
尊
敬
さ
れ

る
」
と
い
う
、
昔
の
日
本
の

風
習
が
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
。

ど
ん
な
に
親
切
に
さ
れ
て
も
、

尊
敬
さ
れ
な
け
れ
ば
人
は
生

き
が
い
を
失
い
ま
す
。
同
情

は
む
し
ろ
害
悪
で
す
ら
あ
り

ま
す
。

　
キ
レ
イ
な
外
面

　
　
　
　
　
汚
れ
た
内
面

　
し
か
し
、
じ
ゃ
あ
、
私
た

ち
が
若
い
頃
に
お
年
寄
り
に

対
し
て
ど
う
だ
っ
た
か
と
言

わ
れ
れ
ば
、「
ち
ゃ
ん
と
尊

敬
を
し
て
い
た
」
と
胸
を
張

れ
る
人
は
あ
ま
り
多
く
は
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

能
の
世
界
で
は
、
確
か
に
お

年
寄
り
は
尊
敬
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
世
間
で
は

そ
う
で
も
な
か
っ
た
よ
う
で

す
。
私
は
祖
父
母
が
早
く
に

亡
く
な
っ
た
の
で
、
両
親
が
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祖
父
母
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
態
度
を
取
っ
て
い
た
か
の

記
憶
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
友

人
の
両
親
が
そ
の
祖
父
母
に

ひ
ど
い
こ
と
を
言
っ
て
い
た

の
を
見
た
こ
と
は
何
度
も
あ

り
ま
し
た
。

　
人
に
対
し
て
は
老
人
を
敬

え
と
い
い
な
が
ら
、
自
分
は

老
人
に
対
し
て
ひ
ど
い
こ
と

を
す
る
、
そ
れ
が
人
間
な
の

で
す
。

　
親
鸞
聖
人
は
次
の
よ
う
な

ご
和
讃
を
詠
わ
れ
ま
し
た
。

　
 外
  儀
 の
す
が
た
は

げ
 
ぎ

　
　
　
　
　
　
ひ
と
ご
と
に

　
 賢
  善
  精
  進
  現
 ぜ
し
む

け
ん
 ぜ
ん
 し
ょ
う
 じ
ん
 げ
ん

　
 貧
  瞋
  邪
  偽
 お
お
き
ゆ
え

と
ん
 じ
ん
 じ
ゃ
 ぎ

　
 奸
  詐
 も
も
は
し

か
ん
 さ

　
　
　
　
　
　
身
に
み
て
り

　
外
に
現
れ
た
姿
や
顔
つ
き

は
、
み
な
賢
く
な
ろ
う
、
あ

る
い
は
善
人
に
な
ろ
う
と
努

力
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
心
の
中
を
見

て
見
れ
ば
、
貪
り
や
怒
り
、

あ
る
い
は
偽
り
が
渦
巻
い
て

い
て
、
人
を
あ
ざ
む
い
て
ば

か
り
い
る
。
そ
う
親
鸞
聖
人

は
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　「
自
分
は
老
人
を
尊
敬
し

て
い
た
」
と
い
う
人
こ
そ
、

自
分
で
も
気
づ
い
て
な
い
偽

り
を
言
っ
て
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　
こ
れ
は
私
た
ち
の
こ
と
だ

け
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

　
親
鸞
聖
人
は
「
 愚
  禿
 が
心

ぐ
 と
く

は
、
内
は
愚
に
し
て
外
は
賢

な
り
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
す
。
自
分
の
内
を
し
っ
か

り
と
顧
み
れ
ば
、
や
は
り
怒

り
や
妬
み
が
渦
巻
い
て
い
る

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
で
す
ら
そ
う
で
す
。

凡
夫
の
私
た
ち
な
ら
ば
な
お

さ
ら
で
す
。

　
ま
ず
は
、
そ
れ
を
自
覚
す

る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

　
人
工
知
能
は
差
別
す
る

　
世
間
で
は
、
若
者
の
早
期

離
職
が
社
会
問
題
に
な
っ
て

い
ま
す
。
せ
っ
か
く
就
職
を

し
て
も
三
年
以
内
に
会
社
を

辞
め
る
若
者
が
三
割
も
い
る

と
い
う
の
で
す
。
そ
こ
で
、

採
用
担
当
を
人
工
知
能
（
Ａ

Ｉ
）
に
採
用
を
任
せ
る
と
い

う
企
業
が
出
始
め
て
い
ま
す
。

人
工
知
能
の
優
れ
て
い
る
と

こ
ろ
は
、
人
間
よ
り
も
素
早

く
、
大
量
の
情
報
を
扱
え
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、

何
よ
り
疲
れ
を
知
ら
な
い
。

判
断
で
き
る
変
数
が
多
い
の

で
、
就
職
希
望
者
が
そ
の
職

業
に
向
い
て
い
る
か
ど
う
か

も
的
確
に
判
断
で
き
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
ア
メ

リ
カ
な
ど
で
は
人
工
知
能
に

よ
る
採
用
が
か
な
り
増
え
て

い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
は
大
き

な
問
題
が
あ
る
こ
と
が
わ

か
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

人
工
知
能
は
人
間
よ
り
も
差

別
的
な
判
断
を
し
て
し
ま
う

と
い
う
の
で
す
。

　
こ
れ
は
考
え
て
み
れ
ば
当

た
り
前
の
こ
と
で
す
。
人
工

知
能
を
設
計
す
る
人
間
が
差

別
的
だ
か
ら
で
す
。
そ
れ
を

よ
り
効
率
的
に
行
お
う
と
す

れ
ば
、
差
別
は
さ
ら
に
助
長

さ
れ
ま
す
。
し
か
も
、
自
分

で
も
気
が
つ
か
な
い
う
ち
に

差
別
を
し
て
い
る
。
ニ
ュ
ー

ト
ラ
ル
な
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ

を
し
た
つ
も
り
で
も
、
無
意

識
的
に
差
別
的
な
プ
ロ
グ
ラ

ミ
ン
グ
を
し
て
し
ま
っ
て
い

る
。

　
親
鸞
聖
人
が
お
っ
し
ゃ
る

よ
う
に
、
外
側
で
は
「
賢
善

精
進
」の
人
も
心
の
中
は「
貧

瞋
邪
偽
」
が
多
く
、「
奸
詐
」

が
渦
巻
い
て
い
ま
す
。

　
や
は
り
最
後
は
阿
弥
陀
様

　
そ
し
て
、
そ
れ
が
人
間
で

す
。

　
そ
こ
で
生
ま
れ
た
の
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
「
道
徳
」
で
し

た
。
た
と
え
ば
親
孝
行
。
こ

れ
は
よ
く
考
え
る
と
「
自
然

の
心
性
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

親
が
子
を
可
愛
い
と
思
う
の

は
、
ど
の
動
物
に
も
あ
る
自

然
の
心
性
で
す
。
し
か
し
、

子
ど
も
が
親
を
大
事
に
す
る

と
い
う
動
物
は
そ
ん
な
に
は

い
ま
せ
ん
。

　
日
本
の
最
古
の
古
典
の
ひ

と
つ
で
あ
る
『
古
事
記
』
を

見
て
も
「
孝
」
と
い
う
文
字

も
出
て
来
ま
せ
ん
し
、
親
孝

行
の
神
様
も
い
ま
せ
ん
。
日

本
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
も
仏
教

の
中
に
も
「
孝
」
と
い
う
考

え
方
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　『
旧
約
聖
書
』の
中
の
モ
ー

ゼ
の
十
戒
の
中
に
は
「
あ
な

た
の
父
母
を
敬
え
」
と
い
う

の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は

『
旧
約
聖
書
』の
原
語
で
あ
る

ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
読
む
と
「
あ

な
た
の
父
母
を
畏
れ
よ
」
で

「
敬
う
」と
は
少
し
違
い
ま
す
。

自
然
の
本
能
の
ま
ま
に
従
っ

た
ら
、
子
ど
も
は
親
を
敬
わ

な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ

そ
父
母
を
敬
う
か
ら
人
間
は

尊
い
の
で
す
。

　
自
然
の
本
能
の
ま
ま
に

従
っ
た
ら
、
社
会
に
つ
い
て

い
け
な
い
老
人
は
切
り
捨
て

ら
れ
る
。
老
人
だ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
生
産
活
動
に
十

全
に
携
わ
ら
な
い
人
た
ち
は

み
な
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま

い
ま
す
。
し
か
し
、
い
ま
自

分
が
い
る
の
は
自
分
た
ち
を

生
み
育
て
て
く
れ
た
方
た
ち

が
い
た
か
ら
と
い
う
理
由
で
、

お
年
寄
り
を
大
切
に
す
る
。

　
そ
れ
が
で
き
る
か
ら
人
間

は
尊
い
の
で
す
。

　
そ
う
わ
か
っ
て
い
て
も
差

別
的
な
発
言
を
し
た
ら
ム

カ
ッ
と
き
ま
す
。
だ
か
ら
こ

そ
の
阿
弥
陀
様
で
す
。「
差

別
を
さ
れ
た
な
」
と
感
じ
た

ら
怒
り
の
心
の
片
隅
で
南
無

阿
弥
陀
仏
と
唱
え
る
。
す
る

と
少
し
楽
に
な
り
ま
す
。

　
新
刊
案
内

『
別
冊
Ｎ
Ｈ
Ｋ
　
分
　
名
著
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読
書
の
学
校

安
田
登
 特
別
授
業
『
史
記
』』

　「
背
水
の
陣
」な
ど
の
さ
ま

ざ
ま
な
名
言
を
生
ん
だ
中
国

最
初
の
正
史『
史
記
』。
こ
の

中
国
古
典
を
、
開
成
高
校
の

高
校
生
に
向
か
っ
て
、
阿
弥

陀
寺
の
寺
子
屋
で
講
師
を
つ

と
め
る
安
田
登
が
授
業
を
し

ま
し
た
。
そ
の
と
き
の
事
を

ま
と
め
た
の
が
本
書
で
す
。

　『
史
記
』
に
は
「
文
字
が
生

ま
れ
た
時
代
」、「
心
が
生
ま

れ
た
時
代
」、「
法
が
生
ま
れ

た
時
代
」、「
文
明
が
完
成
し

た
時
代
」
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
時
代
が
大
き
く
変
わ
ろ

う
と
し
て
い
る
現
代
。
ま
さ

に
何
か
新
し
い
も
の
が
生
ま

れ
出
よ
う
と
し
て
い
る
時
代

で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が

生
ま
れ
た
時
代
を
描
く
古
典

を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

れ
か
ら
来
る
時
代
を
も
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
、
そ
う
思
っ
て
授
業
を

し
ま
し
た
。
お
読
み
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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