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〈
資
料

1
1資
料
幻
〉

老
人
問
題
の
背
景

本
日
は
、
老
人
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
ご
説
明
し
た
い
。
今

回
の
改
正
は
、
戦
後
我
が
国
の
福
祉
制
度
が
確
立
さ
れ
て
以
来
最
大
の
改

革
で
あ
る
。

今
回
の
改
正
法
の
名
称
は
寸
老
人
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
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と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
老
人
福
祉
法
、
身
体
障
室
口
者
福
祉
法
、
精

神
薄
弱
者
福
祉
法
、
児
童
福
祉
法
、
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
、
社
会
福
祉

事
業
法
、
老
人
保
健
法
、
社
会
福
祉
・
医
療
事
業
団
法
と
い
う
福
祉
関
係

八
法
に
ま
た
が
る
改
正
で
あ
る
が
、
老
人
福
祉
法
が
も
っ
と
も
代
表
的
で

あ
り
、
か
っ
、
内
容
的
に
も
ウ
エ
イ
ト
が
重
い
と
い
う
こ
と
で
最
終
的
に

こ
の
よ
う
な
名
称
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

今
回
改
正
の
中
心
が
老
人
福
祉
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
日
も
老
人
福



祉
法
を
主
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
老
人
問
題
の
背
景

に
つ
い
て
簡
単
に
ご
説
明
し
た
い
。

(
二
我
が
固
に
お
け
る
人
口
高
齢
化
の
特
徴

平成二年老人福祉法等改正の立法過程

既
に
ご
承
知
の
と
お
り
、
我
が
固
に
お
け
る
人
口
の
高
齢
化
は
急
速
に

進
み
つ
つ
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
数
字
で
示
し
た
の
が
〈
資
料
1
〉
で
あ
る
。

平
成
二
年
こ
九
九

O
年
)
の
数
値
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
よ
う

に
、
六
五
歳
以
上
人
口
は
一
一
・
九
%
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
数
値
が
、

第
一
の
ピ

l
ク
と
い
わ
れ
る
平
成
三
三
年
(
二

O
二
一
年
)
に
は
二
三
・

五
八
%
に
な
る
と
推
計
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
将
来
四
人
に
一
人

が
高
齢
者
に
な
る
超
高
齢
社
会
が
到
来
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

我
が
国
に
お
け
る
人
口
高
齢
化
の
特
徴
と
し
て
は
、
次
の
三
点
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
第
一
に
、
諸
外
国
と
比
較
し
て
我
が
国
の
人
口
の
高
齢
化
率
が
最

も
高
く
な
る
佳
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〈
資
料
2
〉
は
、
高
齢
化
率
の
将
来

推
計
を
諸
外
国
と
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
二

O
O
O年

に
は
、
我
が
国
に
お
け
る
六
五
歳
以
上
人
口
は
一
六
・
三
%
と
な
り
、
現

在
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
数
値
(
一
七
・
四
%
)
に
か
な
り
近
づ
く
。
さ
ら

に
二

O
二
O
年
に
は
一
三
了
六
%
と
な
り
、
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
諸
外

国
の
中
で
も
っ
と
も
高
い
数
値
に
な
る
と
予
想
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
高
齢
化
の
ス
ピ
ー
ド
が
早
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〈
資
料

3
〉
は
、
人
口
高
齢
化
速
度
の
国
際
比
較
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
の

(
注
)
に
あ
る
と
お
り
、
国
連
に
よ
れ
ば
六
五
歳
以
上
人
口
比
率
が
七
%
以

上
の
場
合
に
高
齢
化
し
た
社
会
と
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
七
%
か
ら

倍
の
一
四
%
に
な
る
ま
で
に
何
年
か
か
る
か
を
比
較
し
た
場
合
、
日
本
は

二
五
年
を
要
す
る
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
フ
ラ

ン
ス
で
は
、
実
に
一
三

O
年
も
か
か
る
と
さ
れ
て
お
り
、
日
本
の
次
に
短

い
イ
ギ
リ
ス
、
(
旧
)
西
ド
イ
ツ
で
も
四
五
年
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
人
口

の
高
齢
化
は
、
社
会
全
体
の
あ
り
方
の
変
革
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
高
齢
化
に
対
応
し
た
社
会
を
作
る
た
め
に
は
、
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の

両
面
か
ら
の
対
応
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
ハ

l
ド
の
面
と
は
、
例

え
ば
、
高
齢
者
が
住
み
や
す
い
街
づ
く
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

車
椅
子
で
も
日
常
生
活
に
不
自
由
し
な
い
よ
う
道
路
の
段
差
を
な
く
す
と

か
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
自
由
に
昇
降
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
よ
う
に
、

道
路
、
建
築
物
等
に
つ
い
て
高
齢
者
に
配
慮
し
た
施
設
設
備
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
ソ
フ
ト
の
面
と
は
、
例
え
ば

足
の
弱
い
高
齢
者
が
青
信
号
を
渡
ろ
う
と
す
る
と
き
、
健
常
者
を
念
頭
に

お
い
て
設
定
さ
れ
た
時
間
内
で
は
渡
り
き
れ
な
い
か
も
し
れ
ず
、
こ
れ
に

対
処
す
る
た
め
に
は
青
信
号
の
時
間
を
高
齢
者
で
も
渡
れ
る
く
ら
い
に
長
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料

く
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
ハ
ー
ド
面
以
外
の
社
会
の
シ
ス
テ

ム
も
高
齢
者
が
対
応
で
き
る
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
我
が
国
の
人
口
高
齢
化
の
ス
ピ
ー
ド
が
早
い
と
い
う
こ
と
は
、

こ
う
い
っ
た
ハ

l
ド
、
ソ
フ
ト
両
面
に
わ
た
る
社
会
の
変
革
を
、
諸
外
国

よ
り
急
速
に
進
め
て
い
か
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

〈
資
料
4
〉
は
、
一

O
年
毎
に
区
切
っ
た
我
が
国
に
お
げ
る
六
五
歳
以
上
人

口
比
率
の
伸
び
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
一
九
九

O
年
か
ら
二

O
O

O
年
ま
で
の
一

0
年
聞
が
も
っ
と
も
こ
の
比
率
の
伸
び
が
高
く
な
っ
て
い

る
。
こ
の
一

0
年
聞
が
、
人
口
高
齢
化
に
対
応
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な

時
期
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

資

第
三
に
は
、
後
期
高
齢
人
口
す
な
わ
ち
七
五
際
以
上
人
口
の
比
率
が
急

速
に
高
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〈
資
料
1
1
前
期
高
齢
人
口
(
六
五
歳

以
上
七
四
歳
以
下
)
と
後
期
高
齢
人
口
(
七
五
歳
以
上
)
と
で
は
、
寝
た

き
り
・
痴
呆
と
い
っ
た
要
介
護
者
の
出
現
率
が
著
し
く
異
な
り
、
し
た
が
っ

て
、
後
期
高
齢
人
口
の
増
加
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
高
齢
化
に
伴
う
最
大

の
問
題
で
あ
る
要
介
護
老
人
の
増
加
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
付
言
す
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
な
人
口
高
齢
化
の
推
移
に
つ
い
て
の

各
表
は
、
昭
和
六
一
年
一
二
月
に
お
け
る
厚
生
省
人
口
問
題
研
究
所
の
将

来
推
計
(
中
位
推
計
)
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
近
話

題
と
な
っ
て
い
る
出
生
率
の
低
下
は
折
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。
一
人
の
女

性
が
一
生
の
聞
に
何
人
子
ど
も
を
産
む
の
か
を
計
る
数
値
で
あ
る
合
計
特

殊
出
生
率
は
、
直
近
の
調
査
に
よ
れ
ば
一
・
五
七
ま
で
低
下
し
て
い
る
が
、

昭
和
六
一
年
の
中
位
推
計
は
、
最
低
で
も
一
・
七
五
ま
で
し
か
下
が
ら
な

い
と
の
前
提
の
下
で
策
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
、
人
口
問
題
研

究
所
で
は
こ
う
し
た
数
値
の
見
直
し
を
行
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
実

際
の
高
齢
化
率
は
〈
資
料
1
〉
の
数
値
よ
り
若
干
高
く
な
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
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(
二
)
要
介
護
老
人
の
増
加

先
に
、
後
期
高
齢
人
口
の
増
加
と
と
も
に
要
介
護
老
人
の
増
加
と
い
う

問
題
が
生
じ
る
と
述
べ
た
。
〈
資
料
5
v
は
、
前
・
後
期
高
齢
者
の
ね
た

き
り
者
率
及
び
痴
呆
性
老
人
出
現
率
に
関
す
る
デ
l
タ
で
あ
る
。
こ
の
表

か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
後
期
高
齢
者
の
方
が
、
ね
た
き
り
者
率
、
痴
呆

性
老
人
出
現
率
と
も
に
約
五
倍
ほ
ど
高
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
数

値
を
も
と
に
推
計
し
た
の
が
〈
資
料
6
〉
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ね

た
き
り
老
人
の
数
は
二

O
O
O年
に
は
一

O
O万
人
、
二

O
二
五
年
に
は

一
四

O
万
人
、
ま
た
住
宅
の
痴
呆
性
老
人
の
数
も
二

O
O
O年
に
は
一
一

O
万
人
、
二

O
二
五
年
に
は
一
六

O
万
に
増
加
す
る
と
推
計
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
要
介
護
老
人
へ
の
対
策
を
ど
う
す
る
か
が
、
今
後
大
き
な
課
題



と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

平成二年老人福祉法等改正の立法過程

こ
れ
に
対
し
て
、
厚
生
省
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
対
策
を
考
え
て
い
る

の
か
を
ね
た
き
り
老
人
に
つ
い
て
示
し
た
の
が
〈
資
料
7
〉
で
あ
る
。
平

成
二
一
年
(
二

O
O
O年
)
に
ね
た
き
り
老
人
の
数
は
約
一

O
O万
人
に

な
る
と
予
測
さ
れ
る
。
現
在
か
な
り
の
数
の
要
介
護
老
人
は
病
院
に
収
容

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
我
が
国
の
老
人
介
護
の
一
つ
の
特
徴
と
も
な
っ
て

い
る
。
そ
こ
で
昭
和
六
二
年
に

2
5
と

g
zを
あ
わ
せ
て
行
う
老
人
保

健
施
設
を
創
設
し
、
こ
れ
を
将
来
的
に
拡
充
す
る
(
約
二
六
万

i
三
O
万

人
)
こ
と
に
よ
っ
て
長
期
入
院
を
是
正
し
て
い
く
(
約
一

0
1
一
四
万
人
)
、

ま
た
特
別
養
護
老
人
ホ

1
ム
に
つ
い
て
も
拡
充
を
は
か
る
(
約
二
四
万
人
)
、

そ
し
て
残
り
の
約
三
三

1
三
七
万
人
の
方
々
は
住
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
で

ケ
ア
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
、
現
在
考
え
ら
れ
て
い
る
施
策
の
方
向
性

で
あ
る
の

こ
こ
で
ね
た
き
り
老
人
の
問
題
に
つ
き
、
も
う
少
し
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

我
が
国
で
は
、
諸
外
国
と
比
較
し
て
ね
た
き
り
に
な
る
割
合
が
高
い
と
い

わ
れ
て
い
る
。
〈
資
料
8
〉
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
も
そ
も
ね
た
き

り
と
い
う
概
念
自
体
が
な
い
国
も
あ
り
厳
密
な
比
較
は
難
し
い
の
で
あ
る

が
、
こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
我
が
国
で
は
住
宅
居
住
者
(
六
五
歳
以
上
)
の

0
・
六
%
が
常
に
ね
た
き
り
(
切

aeσ
。
ロ
ロ
己
)
の
状
態
に
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
デ
ン
マ
ー
ク
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

0
・
一
%
、

0
・
二
%
と
い
っ
た
低
い
水
準
に
あ
る
。
さ
ら
に
長
期
ケ
ア
施
設
に
つ
い

て
い
え
ば
、
常
に
ね
た
き
り
が
諸
外
国
で
は
四

i
六
%
に
と
ど
ま
る
の
に

対
し
、
我
が
国
で
は
一
二
二
了
八
%
に
も
お
よ
ん
で
お
り
、
非
常
に
ね
た
き

り
率
が
高
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
我
が
国
で
は

脳
卒
中
の
発
生
率
が
高
い
な
ど
様
々
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
一

つ
と
し
て
日
本
人
の
生
活
習
慣
や
意
識
構
造
も
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
我
が
国
で
は
布
団
で

寝
る
と
い
う
習
慣
が
あ
る
が
、
起
き
上
が
る
あ
る
い
は
立
ち
上
が
る
と
い
っ

た
動
作
は
ベ
ッ
ト
の
方
が
し
や
す
い
。
ま
た
、
我
が
国
の
家
屋
は
、
玄
関

に
段
差
が
あ
る
な
ど
車
椅
子
で
・
自
立
し
て
生
活
し
づ
ら
い
構
造
に
な
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
我
が
国
で
は
、
家
族
と
の
同
居

率
が
高
い
と
い
う
状
況
の
中
で
、
お
互
い
に
依
存
意
識
が
強
く
、
精
神
的

に
自
立
し
て
い
な
い
と
い
う
意
識
構
造
が
み
ら
れ
る
。

な
お
、
原
因
疾
患
と
い
う
側
面
か
ら
み
た
ね
た
き
り
の
原
因
を
表
し
た

の
が
〈
資
料
9
〉
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
我
が
国
で
は
、
や
は
り
脳

卒
中
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
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(
三
)
家
庭
環
境
の
変
化

次
に
〈
資
料
叩
〉
を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。
総
世
帯
と
高
齢
者
世
帯
数



料

の
年
次
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
高
齢
化
が

進
め
ば
高
齢
者
世
帯
数
が
増
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
昭
和
六
三
年
現
在
、

約
一
割
の
世
帯
が
高
齢
者
世
帯
(
男
六
五
歳
以
上
、
女
六
O
歳
以
上
の
者

の
み
で
構
成
す
る
か
、
又
は
、
こ
れ
に
一
八
歳
未
満
の
者
が
加
わ
っ
た
世

帯
)
と
な
っ
て
い
る
。
〈
資
料
日
〉
は
、
世
帯
構
造
別
に
み
た
六
五
歳
以

上
の
者
の
い
る
世
帯
の
構
成
割
合
の
推
移
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
単

独
世
帯
す
な
わ
ち
一
人
暮
ら
し
の
老
人
世
帯
と
老
夫
婦
の
み
の
世
帯
が
増

え
て
ち
て
お
り
、
他
方
、
三
世
代
世
帯
す
な
わ
ち
息
子
あ
る
い
は
娘
夫
婦

と
同
居
し
て
い
る
世
帯
は
減
少
し
て
き
て
い
る
。
子
と
の
同
居
の
問
題
に

つ
き
、
さ
ら
に
具
体
的
な
数
値
を
示
し
た
の
が
〈
資
料
ロ
〉
で
あ
る
。
子

と
の
同
居
率
は
昭
和
三
二
年
に
は
八
一
・
六
%
で
あ
っ
た
の
に
、
平
成
元

年
に
は
六
0
・
0
%
に
ま
で
低
下
し
て
き
て
い
る
。
核
家
族
化
の
進
展
や

国
民
の
扶
養
意
識
の
変
化
等
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
傾
向
は
今
後
と

も
続
く
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
我
が
固
に
お
け
る
扶
養
構
造
の
変
化
は
、
戦
後
日
本
に
お
け

る
社
会
経
済
状
況
の
変
化
と
い
っ
た
側
面
か
ら
根
本
的
に
考
え
て
み
る
必

要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
が
国
で
は
、
戦
後
四
十
数
年
の
聞
に
国
民
の

平
均
寿
命
は
約
二
五
歳
伸
び
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
人
口
高
齢
化
の
大
き

な
要
因
で
あ
る
。
こ
の
著
し
い
平
均
寿
命
の
伸
長
が
な
ぜ
可
能
と
な
っ
た

の
か
を
考
え
た
場
合
、
や
は
り
高
度
経
済
成
長
を
そ
の
大
き
な
要
因
と
し

資

て
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
度
経
済
成
長
の
過
程
で
、
生
活
水
準
が

向
上
し
、
医
学
医
術
も
進
歩
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
反

面
、
第
二
次
産
業
育
成
の
た
め
に
は
都
市
部
に
労
働
力
を
集
め
る
こ
と
が

必
要
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
農
村
部
か
ら
若
者
が
流
出
し
、
老
親
を
世

話
す
る
者
が
い
な
く
な
る
と
と
も
に
、
国
民
総
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
化
に
よ
り

寸
家
」
の
制
度
が
稀
薄
と
な
り
、
従
来
の
家
庭
内
扶
養
と
い
う
考
え
方
が
次

第
に
崩
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
基
本
的
に
は
、
農
村
部
に
残
さ
れ
る
老

親
と
都
市
部
の
若
い
核
家
族
と
い
う
図
式
の
形
成
、
そ
れ
に
伴
う
国
民
の

扶
養
意
識
の
変
化
と
い
っ
た
要
因
が
あ
い
ま
っ
て
、
同
居
率
の
低
下
と
い

う
現
象
が
起
こ
っ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
我
が
国
の
子
と
の
同
居
率
が
年
々
低
下
し
て
き
て
い
る
と

は
い
っ
て
も
、
諸
外
国
と
比
較
し
た
場
合
、
い
ま
だ
に
著
し
く
高
い
同
居

率
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
〈
資
料
日
〉
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
が
そ
れ
ぞ
れ
九
%
、
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一
O
%
と
い
う
き
わ

め
て
低
い
率
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
れ
ら
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
福
祉
は
、
福
祉
の
先
進
国
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
こ

と
も
あ
り
、
実
際
に
福
祉
施
策
は
進
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
国
々
の
場
合
、
同
居
率
が
低
い
こ
と
の
裏
腹
に
、
寸
介
護
の
社

会
化
」
と
で
も
い
う
べ
き
背
景
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
身
体
の
不
自
由
な
老
人
を
介
護
す
る
の
は
他
人
、



平成二年老人福祉法等改正の立法過程

す
な
わ
ち
社
会
全
体
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
一
般
化
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
我
が
国
で
六
割
の
老
人
が
子
と
同
居
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
介
護
は
ま
だ
家
庭
内
の
問
題
で
あ
り
、
北
欧
諸
国
の
よ
う

に
社
会
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
我
が
国
で
は
家
庭
が

親
を
介
護
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
考
え
方
が
あ
り
、
実
際
に
か
な
り
多
く

の
世
帯
で
家
族
が
老
親
の
面
倒
を
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

介
護
が
社
会
化
さ
れ
て
い
る
社
会
と
そ
う
で
な
い
社
会
と
で
は
、
そ
の
背

景
と
な
っ
て
い
る
社
会
的
諸
条
件
が
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い
た
め
、
あ

る
施
策
が
社
会
に
与
え
る
影
響
や
そ
の
位
置
付
け
も
異
っ
て
く
る
も
の
で

あ
る
。
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
介
護
手
当
て
の
問
題
に
し
て
も
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の
場
合
に
は
、
殆
ど
の
老
人
は
他
人
に
介
護
さ
れ
て
お
り
、
子
に
介

護
さ
れ
て
い
る
の
は
少
数
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
た
め
、
自
分
の
親
を
介
護

し
て
い
る
家
庭
の
主
婦
を
い
わ
ば
ホ

l
ム
ヘ
ル
パ
ー
と
し
て
位
置
付
け
、

そ
の
対
価
と
し
て
手
当
て
を
支
給
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
諸
外
国
と
の
比
較
を
議
論
す
る
際
に
は
、

こ
う
し
た
社
会
的
諸
条
件
の
基
本
的
な
違
い
を
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ

ろ〉フ。

法
案
の
国
会
提
出
に
至
る
経
緯

一
で
は
、
今
回
の
老
人
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的

背
景
の
も
と
に
な
さ
れ
た
の
か
を
、
老
人
問
題
を
中
心
と
し
て
述
べ
て
き

た
。
次
に
、
我
が
国
に
お
け
る
高
齢
者
対
策
に
つ
い
て
政
府
が
ど
の
よ
う

に
取
り
組
ん
で
き
た
の
か
、
さ
ら
に
法
案
の
国
会
提
出
に
至
る
一
連
の
経

緯
に
つ
い
て
ご
説
明
し
た
い
。

(
一
)
長
寿
社
会
対
策
関
係
閣
僚
会
議
の
設
置
か
ら
十
か

年
戦
略
ま
で

〈
資
料
H
〉
は
、
「
長
寿
社
会
対
策
関
係
閣
僚
会
議
の
設
置
に
つ
い
て
」

と
題
す
る
閣
議
決
定
で
あ
る
。
昭
和
六

O
年
七
月
に
は
じ
め
て
こ
う
し
た

会
議
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
第
一
回
会
議
に
お
い
て
、
長
寿
社
会
対
策
を
よ

り
一
層
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
「
長
寿
社
会
対
策
大
網
L

を
策
定
す
る
旨
が
定
め
ら
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
政
府
は
昭
和
六
一
年
六

月
、
「
長
寿
社
会
対
策
大
網
L

を
策
定
し
た
〈
資
料
日
〉
。
そ
の
内
容
は
、

一
雇
用
・
所
得
保
証
、
健
康
・
福
祉
、
学
習
・
社
会
参
加
、
住
宅
・
生
活
環

境
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
本
日
の
テ

1
マ
と
の
関
連
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料

で
は
、
保
健
・
医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
|
|
地
域
に
お
け
る
サ
ー

ビ
ス
体
制
の
体
系
的
整
備
、
住
宅
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
の

充
実
ー
ー
を
彊
っ
て
い
る
が
、
ご
注
目
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
総
論
的
に

こ
れ
ら
の
施
策
の
充
実
を
謡
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
す
な
わ
ち
具
体
的

な
数
字
を
目
標
値
と
し
て
入
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

次
に
〈
資
料
日
〉
は
、
昭
和
六
三
年
一

O
月
二
五
日
に
厚
生
省
と
労
働

省
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
「
長
寿
・
福
祉
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策
の

基
本
的
考
え
方
と
目
標
に
つ
い
て
L

、
い
わ
ゆ
る
福
祉
ビ
ジ
ョ
ン
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
あ
る
。
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
福
祉
ビ
ジ
ョ
ン
は
、
一
連

の
消
費
税
を
巡
る
議
論
の
中
で
策
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、

保
健
、
医
療
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
連
携
と
充
実
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
ご
注
目
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
例
え
ば
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
五
万

床
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ

1
五
万
人
と
い
っ
た
よ
う
に
、
初
め
て
具
体
的
な
数

値
を
挙
げ
て
、
進
む
べ
き
方
向
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
平
成
元
年
二
一
月
、
「
高
齢
者
保
健
福
祉
推

進
十
か
年
戦
略
L

〈
資
料
問
〉
、
い
わ
ゆ
る
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
が
出
さ
れ
た
。

こ
の
プ
ラ
ン
は
、
厚
生
・
大
蔵
・
自
治
の
三
大
臣
の
合
意
と
い
う
形
で
策

定
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
今
回
の
老
人
福
祉
法
等
一
部
改
正
の
大
き

な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
十
か
年
戦
略
に
お
い
て
は
、
最
初
の
策
定
趣
旨
の
部
分
で
、

資

費
税
導
入
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
高
齢
者
の
保
健
福
祉
の
分
野
に
お
け
る
公

共
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤
整
備
を
進
め
る
こ
と
と
し
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

十
か
年
戦
略
を
語
る
場
合
、
消
費
税
と
福
祉
と
の
関
連
に
つ
い
て
ふ
れ
な

け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
正
確
な
全
体
像
は
把
握
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
ご
説
明
し
た
い
。
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(
二
)
消
費
税
を
巡
る
動
き
と
高
齢
者
対
策

I自

消
費
税
の
沿
革
と
し
て
は
、
昭
和
五
三
年
の
政
府
税
調
に
よ
る
一
般
消

費
税
大
網
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
後
、
昭
和
六
二
年
、
売
上
税
法

案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
が
廃
案
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
昭
和
六
三
年
七
月
、

消
費
税
導
入
を
内
容
と
す
る
税
制
改
革
関
連
六
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ

た
。
そ
の
際
の
消
費
税
を
巡
る
議
論
の
中
で
民
社
党
が
福
祉
の
充
実
を
要

求
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
先
に
述
べ
た
福
祉
ビ
ジ
ョ
ン
が
生
ま
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
民
社
党
は
、
消
費
税
の
導
入
に
つ
い
て
必
ず
し
も
反
対
で
は

な
か
っ
た
が
、
た
だ
そ
の
際
、
幾
つ
か
の
条
件
を
示
し
た
。
そ
の
中
の
一

つ
が
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
福
祉
ビ
ジ
ョ
ン
の
策
定
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る

(
昭
和
六
三
年
九
月
)
。
更
に
、
国
会
に
お
け
る
税
制
の
議
論
の
中
で
、
公

明
党
も
福
祉
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
い
わ
ゆ
る
緊
急
整
備
三
か
年
計
画
と

し
て
、
福
祉
ビ
ジ
ョ
ン
で
は
じ
め
て
打
ち
出
さ
れ
た
具
体
的
目
標
値
を
よ
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り
前
倒
し
で
実
施
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

昭
和
六
三
年
一
二
月
に
税
制
改
革
関
連
六
法
案
が
成
立
し
、
平
成
元
年

四
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
後
消
費
税
の
見
直
し
が
大
き
な
問

題
と
な
り
、
自
民
党
は
、
平
成
元
年
二
一
月
「
消
費
税
の
見
直
し
に
関
す

る
基
本
方
針
L

〈
資
料
口
〉
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
中
で
、
高
齢
化
に

対
応
し
た
公
共
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
が
揚
げ
ら
れ
、
寸
消
費
税
導
入
の

趣
旨
を
踏
ま
え
、
:
:
:
次
の
公
共
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
高
齢
者
保

健
福
祉
推
進
十
か
年
戦
略
と
し
て
目
標
を
定
め
、
強
力
に
そ
の
対
策
を
推

進
す
る
L

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
、
ね
た
き

り
防
止
の
た
め
の
施
策
の
充
実
や
在
宅
三
本
柱
等
の
在
宅
福
祉
対
策
の
充

実
、
高
齢
者
施
策
の
緊
急
整
備
、
五
兆
円
を
上
回
る
財
政
規
模
の
確
保
と

い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
策
定
さ
れ
た

の
が
、
い
わ
ゆ
る
十
か
年
戦
略
で
あ
る
。

(
三
)
福
祉
関
係
三
審
議
会
合
同
企
画
分
科
会
意
見
具
申

と
こ
ろ
で
、
消
費
税
に
関
連
し
た
福
祉
に
関
す
る
動
き
と
は
別
に
、
厚

生
省
に
お
い
て
も
中
長
期
的
な
社
会
福
祉
制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い

た
。
〈
資
料
幻
〉
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
平
成
元
年
三
月
、
福
祉
関
係

三
審
議
会
合
同
企
画
分
科
会
か
ら
出
さ
れ
た
「
今
後
の
社
会
福
祉
の
あ
り

方
に
つ
い
て
L

と
題
す
る
意
見
具
申
で
あ
る
。
同
分
科
会
は
昭
和
六
一
年

一
月
、
二
一
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
福
祉
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
と
い

う
見
地
か
ら
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
意
見
具
申
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て

は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
よ
り
一
層
の
質
的
・
量
的
な
充
実
を
図
る
こ
と
、

ノ
l
マ
ラ
イ
ゼ

l
シ
ヨ
ン
の
理
念
の
浸
透
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
一
般
化
・

普
遍
化
、
施
策
の
総
合
化
・
体
系
化
の
促
進
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
選
択

の
幅
の
拡
大
等
に
留
意
し
つ
つ
、
①
市
町
村
の
役
割
重
視
、
②
住
宅
福
祉

の
充
実
、
③
民
間
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
健
全
育
成
、
④
福
祉
と
保
健
・
医
療

の
連
携
強
化
・
総
合
化
、
⑤
福
祉
の
担
い
手
の
養
成
と
確
保
、
⑥
サ
ー
ビ

ス
の
総
合
化
・
効
率
化
を
推
進
す
る
た
め
の
福
祉
情
報
提
供
体
制
の
整
備

と
い
っ
た
基
本
的
考
え
方
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
厚
生
省
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
既
に
昭
和
六
一
年
一
月

か
ら
、
今
後
の
社
会
福
祉
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

(
四
)
十
か
年
戦
略
の
概
要
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十
か
年
戦
略
に
つ
い
て
は
、
〈
資
料

mv
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
そ

れ
は
七
本
の
柱
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
一
、
市
町
村
に

お
け
る
住
宅
福
祉
対
策
の
緊
急
整
備
、
二
、
「
ね
た
き
り
老
人
ゼ
ロ
作
戦
」



料

の
展
開
、
三
、
在
宅
福
祉
等
充
実
の
た
め
の
「
長
寿
社
会
福
祉
基
金
L

の

設
置
、
四
、
施
設
の
緊
急
設
備
、
五
、
高
齢
者
の
生
き
が
い
対
策
の
推
進
、

六
、
長
寿
科
学
研
究
推
進
十
か
年
事
業
、
七
、
高
齢
者
の
た
め
の
総
合
的

な
福
祉
施
設
の
整
備
、
と
な
っ
て
い
る
。

資

こ
れ
ら
の
う
ち
の
一
に
挙
げ
た
住
宅
福
祉
対
策
の
緊
急
整
備
に
つ
き
、

具
体
的
な
目
標
値
を
わ
か
り
や
す
く
比
較
し
た
の
が
〈
資
料
問
〉
で
あ
る
。

十
か
年
戦
略
は
平
成
元
年
二
一
月
に
策
定
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
初
年
度
は

平
成
二
年
度
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
は
平
成
元
年
度
が
十
か
年
戦

略
ス
タ
ー
ト
前
の
状
況
で
あ
り
、
こ
の
時
点
に
お
け
る
数
値
と
比
較
す
る

と
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

〈
資
料
問
〉
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
ホ

1
ム
ヘ
ル
パ
I
l
-
-
従
来
、
法
律
上

家
庭
奉
仕
員
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
今
回
の
改
正
で
名
称
が
変

更
さ
れ
た
|
!
に
つ
い
て
は
、
平
成
元
年
度
の
三
て
四

O
五
人
か
ら
三

倍
強
の
一

O
万
人
に
増
や
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
|
|
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
に
老
人
を
短
期
間
預
け
る
制
度
で
あ
る

ー
ー
に
つ
い
て
は
、
四
、
二
七
四
床
か
ら
一

O
倍
以
上
の
五

O
、

0
0
0

床
へ
、
デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ー

l
朝
か
ら
夕
方
ま
で
の
間
老
人
を

預
か
っ
て
軽
い
リ
ハ
ビ
リ
や
入
浴
を
し
た
り
、
食
事
を
出
し
た
り
す
予
ー
ー
に

つ
い
て
は
て

O
八
O
か
所
か
ら
一

O
、

0
0
0か
所
へ
、
つ
ま
り
ほ
ぽ

中
学
校
区
に
一
か
所
設
置
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
在
宅
介
護
支
援
セ

ン
タ

l
は
、
平
成
二
年
度
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
じ
く
一

O
、

0
0
0か
所
設
置
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
施
設
に
つ
い
て
は
、

〈
資
料
加
〉
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
セ
ン
タ
ー
の
狙
い
は
、
身
近
な

場
所
で
専
門
家
に
よ
る
介
護
の
相
談
が
で
き
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
作
ろ

う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
〈
資
料
却
〉
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
セ
ン
タ
ー

に
は
ソ

l
シ
ャ
ル
ワ

1
カ

l
(
又
は
保
健
婦
)
及
び
看
護
婦
(
文
は
介
護

福
祉
士
)
と
い
う
福
祉
(
当
巳

P
5
)
と
保
健
(
宮
巳
岳
)
双
方
の
専
門
家

二
名
が
配
置
さ
れ
、
特
別
養
護
老
人
ホ

l
ム
、
老
人
保
健
施
設
、
病
院
等

に
併
設
さ
れ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
二
名
で
は
二
四
時
間
対
応
し
き
れ
な
く

と
も
、
併
設
施
設
が
二
四
時
間
の
対
応
を
可
能
に
す
る
。
さ
ら
に
ホ

l
ム

ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
等
の
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
申
請
を
す
る
際
、
市
町
村

の
窓
口
に
赴
く
と
い
う
の
で
は
不
便
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
セ
ン
タ
ー

に
申
請
用
紙
を
お
き
、
身
近
な
場
所
で
申
請
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
ソ
ー

シ
ヤ
ル
ワ

l
カ
l
等
が
当
該
家
族
に
あ
っ
た
サ
ー
ビ
ス
を
選
択
し
て
申
請

を
代
行
す
る
と
い
っ
た
便
宜
を
は
か
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

〈
資
料
問
〉
に
戻
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
十
か
年
戦
略
の
二
番
目
の
柱

が
「
ね
た
き
り
老
人
ゼ
ロ
作
戦
L

で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
我
が

国
で
は
ね
た
き
り
の
割
合
が
高
い
。
そ
こ
で
、
ね
た
き
り
を
減
ら
す
た
め
、

機
能
訓
練
の
整
備
、
脳
卒
中
情
報
シ
ス
テ
ム
の
整
備
、
介
護
要
員
の
確
保
、

健
康
教
育
等
の
充
実
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
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平成二年老人福祉法等改正の立法過程

三
番
目
の
柱
は
「
長
寿
社
会
福
祉
基
金
」
の
設
置
で
あ
る
。
昭
和
六
三

年
度
と
平
成
元
年
度
の
補
正
予
算
で
七

O
O億
の
基
金
が
設
置
さ
れ
た
。

そ
の
果
実
を
住
宅
福
祉
・
在
宅
医
療
事
業
の
支
援
、
高
齢
者
の
生
き
が
い
・

健
康
対
策
の
推
進
に
あ
て
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

四
番
目
の
柱
が
、
施
設
の
緊
急
整
備
で
あ
る
。
〈
資
料
四
〉
に
よ
れ
ば
、

特
別
養
護
老
人
ホ

l
ム
を
一
六
万
二
千
床
余
か
ら
二
四
万
床
に
、
病
院
と

特
別
養
護
老
人
ホ

l
ム
の
中
間
的
性
格
を
も
ち
医
療
と
介
護
の
双
方
を
行

う
施
設
で
あ
る
老
人
保
健
施
設
を
二
万
八
千
床
弱
か
ら
約
十
倍
の
二
八
万

床
に
そ
れ
ぞ
れ
増
や
す
。
ま
た
、
中
所
得
以
下
の
者
が
'
自
立
し
て
生
活
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
老
人
ホ

1
ム
の
一
種
で
あ
る
ケ
ア

ハ
ウ
ス
を
十
万
人
分
確
保
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
新
た
に
高

齢
者
生
活
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
四

O
Oか
所
設
置
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ

は
、
過
疎
地
、
山
村
、
離
島
に
設
置
さ
れ
る
施
設
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
居
住
部
門
を
設
け
、
例
え
ば
冬
期
間
一
人

で
生
活
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
老
人
を
対
象
と
し
て
、
一
定
期
間
入
所
さ

せ
る
た
め
の
施
設
で
あ
る
。
こ
こ
で
目
標
と
し
て
い
る
四

O
Oか
所
と
い

う
数
値
は
、
全
国
約
て
二

O
O
の
過
疎
市
町
村
の
約
三
分
の
一
に
あ
た

司令。
こ
の
他
、
高
齢
者
の
生
き
が
い
対
策
の
推
進
、
長
寿
科
学
研
究
推
進
十

か
年
事
業
、
高
齢
者
の
た
め
の
総
合
的
な
福
祉
施
設
の
整
備
と
い
っ
た
柱

が
あ
る
。

改
正
の
概
要
と
国
会
で
の
審
議

一
方
で
長
期
的
な
福
祉
改
革
に
向
け
て
の
動
き
が
あ

り
、
そ
こ
に
消
費
税
の
議
論
が
絡
ん
で
十
か
年
戦
略
が
策
定
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
次
に
、
こ
う
し
た
十
か
年
戦
略
等
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
た
老
人

福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
成
立
ま
で
の
経
緯
を
た
ど
り
、
法

律
の
概
要
を
ご
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

以
上
の
よ
う
に
、

(
一
)
成
立
ま
で
の
経
緯

〈
資
料
幻
〉
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
今
回
の
法
律
改
正
の
経
緯
と
し

て
は
、
平
成
二
年
三
月
三
一
日
か
ら
四
月
二
二
日
に
か
け
て
福
祉
関
係
三

審
会
議
お
よ
び
社
会
保
障
制
度
審
議
会
へ
の
諮
門
が
な
さ
れ
、
四
月
二
七

日
、
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
衆
参
両
院
に
お
げ
る
審
議

を
経
て
可
決
、
成
立
し
、
六
月
二
九
日
の
公
布
に
至
っ
た
。
特
徴
的
な
の

は
、
衆
参
両
院
の
委
員
会
、
本
会
議
を
通
じ
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
予
算
非
関
連
法
案
で
あ
っ
た
。
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料

な
お
〈
資
料
お
〉
は
、
各
審
議
会
の
答
申
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
社
会
保
障
制
度
審
議
会
の
答
申
に
ご
注
目
い
た
だ
き
た
い
。
タ

イ
ト
ル
が
、
「
地
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
基
盤
整
備
を
促
進
す
る
た
め

の
関
係
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
(
仮
称
)
に
つ
い
て
」
と
な
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
立
法
担
当
者
側
と
し
て
は
、
老
人
福
祉
法
の
み
な
ら
ず

福
祉
関
係
八
法
に
わ
た
る
改
正
で
あ
り
、
内
容
的
に
も
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
推
進
等
地
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
基
盤
整
備
の
推
進
を
め
ざ
す
も

の
で
あ
る
た
め
、
右
の
よ
う
な
名
称
の
一
括
法
に
し
た
い
と
考
え
て
い
た

の
で
あ
る
が
、
内
閣
法
制
局
か
ら
立
法
技
術
的
に
難
し
い
と
さ
れ
た
た
め
、

最
終
的
に
は
〈
資
料
幻
〉
に
あ
る
と
お
り
、
「
老
人
福
祉
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
」
と
い
う
名
称
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

資

(
二
)
改
正
の
概
要

国
会
審
議
に
お
け
る
主
な
論
点
や
附
帯
決
議
を
ご
紹
介
す
る
前
に
、
改

正
の
概
要
を
説
明
し
て
お
き
た
い
。
〈
資
料
幻
〉
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

改
正
の
概
要
と
し
て
は
、
ま
ず
第
一
に
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
が

あ
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
位
置
付
け
の
明
確

化
お
よ
び
支
援
体
制
の
強
化
が
図
ら
れ
た
。
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
社
会

福
祉
事
業
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
単

独
で
行
う
場
合
で
も
社
会
福
祉
法
人
を
設
立
し
て
税
法
上
等
の
様
々
な
利

益
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
余
地
が
拡
が
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
り
、
と
り
わ
け
福
祉
関
係
者
に
と
っ
て
は
意
味
深
い
改
正
で
あ
っ
た
と
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い
え
る
。

第
二
に
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
施
設
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
市
町
村
へ

の
一
元
化
が
あ
げ
ら
れ
る
。
〈
資
料
却
〉
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
左
側

に
現
在
の
体
制
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
市
部
に
あ
っ

て
は
、
市
福
祉
事
務
所
が
在
宅
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
双
方
に
つ

い
て
決
定
権
を
有
し
、
一
元
的
に
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
町
村

に
あ
っ
て
は
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
は
町
村
が
行
う
が
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
つ

い
て
は
都
道
府
県
福
祉
事
務
所
が
入
所
決
定
権
(
法
律
上
は
措
置
権
と
い

う
。
)
を
有
し
、
両
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
主
体
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
回
の
改
正
で
は
、
措
置
権
を
町
村
に
移
譲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
町
村

も
自
ら
在
宅
、
施
設
両
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
決
定
を
行
え
る
こ
と
に
し
た
。

こ
れ
に
伴
い
、
都
道
府
県
福
祉
事
務
所
は
広
域
的
調
整
等
を
行
う
も
の
と

位
置
付
け
ら
れ
た
。

な
お
、
町
村
へ
の
措
置
権
の
移
譲
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ

1
ム
等
及
び

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
精
神
薄

弱
者
福
祉
法
関
連
に
つ
い
て
は
現
状
の
ま
ま
都
道
府
県
が
行
う
こ
と
と
さ

れ
た
。
同
法
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
町
村
に
措
置
事
務
等
を
移
譲
す
べ
き
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だ
と
の
議
論
は
あ
っ
た
が
、
精
神
薄
弱
者
福
祉
法
関
連
の
事
務
に
つ
い
て

は
、
現
在
町
村
は
あ
ま
り
関
与
し
て
お
ら
ず
、
実
施
基
盤
が
脆
弱
で
あ
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
現
時
点
で
町
村
に
事
務
を
移
譲
す
る
の
は
時
期
尚
早
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
現
状
の
ま
ま
と
さ
れ
た
。

第
三
に
、
市
町
村
及
び
都
道
府
県
老
人
保
健
福
祉
計
画
の
策
定
で
あ
る

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
。

こ
れ
ら
第
二
、
第
三
に
あ
げ
た
事
項
は
、
今
回
改
正
の
い
わ
ば
「
目
玉
」

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
他
、
障
害
者
関
係
施
設
の
範
囲
の
拡
大
、

有
料
老
人
ホ

l
ム
に
関
す
る
事
項
な
ど
に
つ
い
て
改
正
が
な
さ
れ
た
。

施
行
期
日
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
法
律
は
四
段
階
に
分
か
れ
て
い
る
。

こ
の
う
ち
公
布
の
日
か
ら
三
月
以
内
で
政
令
で
定
め
る
日
と
あ
る
の
は
、

実
際
に
は
平
成
二
年
八
月
一
日
施
行
と
な
っ
た
。
ま
た
、
も
っ
と
も
中
心

的
な
改
正
事
項
で
あ
る
措
置
権
移
譲
、
老
人
保
健
福
祉
計
画
に
つ
い
て
は
、

平
成
五
年
四
月
一
日
施
行
と
い
う
こ
と
で
、
施
行
期
日
が
三
年
近
く
も
先

に
設
定
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
今
回
の
改
正
法
上
、
立
法
技
術
的
に
興
味
深

い
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
二
段
ロ
ケ
ッ
ト
」
と
呼
ば
れ
る
技
術
を
用
い
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
今
回
の
改
正
内
容
に
は
、
平
成
二
年
な
い
し

三
年
施
行
分
と
同
五
年
施
行
分
が
あ
る
。
通
常
の
方
法
と
し
て
は
、
老
人

福
祉
法
を
一
体
と
し
て
改
正
し
、
施
行
期
日
を
書
き
分
け
る
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
れ
で
は
非
常
に
読
み
に
く
く
、
か
つ
複
雑
に
な
る
。
そ
こ

で
、
ま
ず
改
正
法
第
一
条
で
老
人
福
祉
法
の
改
正
を
行
い
、
さ
ら
に
第
二

条
で
再
び
同
法
の
改
正
を
行
っ
て
い
る
。
一
つ
の
法
律
の
中
で
二
回
法
律

改
正
を
行
っ
て
い
る
わ
げ
で
あ
る
。
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
つ
い
て
も
同

様
の
手
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

)
老
人
福
祉
法
の
改
正
に
つ
い
て

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
今
回
の
改
正
は
福
祉
関
係
八
法
に
ま
た
が
る
も

の
で
、
非
常
に
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
以
下
で
は
主
な
改
正
法
で
あ
る
老

人
福
祉
法
を
取
り
上
げ
、
よ
り
詳
細
に
改
正
内
容
〈
資
料
部
〉
及
び
国
会

に
お
け
る
論
点
等
を
ご
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(i)
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
位
置
付
け
の
明
確
化

ま
ず
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
位
置
付
け
の
明
確
化
に
つ
い
て
ご
説
明
し

た
い
。
実
は
、
今
回
の
改
正
に
際
し
て
厚
生
省
サ
イ
ド
で
は
、
ホ
ー
ム
へ

ル
パ

l
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
い
わ
ゆ
る
在
宅
三

本
柱
を
市
町
村
の
必
須
事
務
に
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
従
来

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
寸
:
:
:
次
の
指
置
を
採
る
こ
と
が
で

き
る
し
と
い
う
規
定
の
仕
方
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
実
施
し
な
く
て
も
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料

よ
い
仕
組
に
な
っ
て
い
た
。
他
方
、
施
設
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、

「
:
:
:
次
の
措
置
を
採
ら
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
L

と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
必

ず
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
務
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
今
回
の
改
正

に
よ
り
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
も
、
必
ず
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
事
務
、
す
な
わ
ち
必
須
事
務
化
し
た
い
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
必

須
事
務
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
市
町
村
は
、
量
の
問
題
は
別
と
し
て

必
ず
在
宅
三
本
柱
の
事
業
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
ま
た
、
費

用
負
担
に
つ
い
て
も
従
来
補
助
金
で
あ
っ
た
も
の
が
負
担
金
と
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
に
つ
い
て
は
全
市
町
村
の
約
八
割
、

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
約
二
割
し
か
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
現

状
の
も
と
で
は
、
急
に
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
必
項
事
務
化
し
よ
う
と
し

て
も
、
市
町
村
サ
イ
ド
と
し
て
は
対
応
し
き
れ
な
い
と
い
う
声
が
上
が
っ

た
。
さ
ら
に
関
係
省
庁
も
難
色
を
示
し
た
た
め
、
結
局
、
必
須
事
務
化
に

つ
い
て
は
見
送
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
従
来
よ
り

明
確
に
法
律
上
位
置
付
け
ら
れ
、
さ
ら
に
一

O
条
の
四
第
三
項
を
新
設
し

て
、
市
町
村
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
そ
の
他
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
き
め
細

か
な
措
置
の
積
極
的
な
実
施
に
務
め
る
も
の
と
す
る
旨
の
規
定
が
設
け
ら

れ
た
。
さ
ら
に
、
改
正
法
附
則
二
条
を
お
き
、
市
町
村
に
お
い
て
在
宅
福

祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
施
設
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
一
元
的
に
実
施
す
る
こ
と
と
な

資

り
、
ま
た
老
人
保
健
福
祉
計
画
を
策
定
し
て
計
画
的
に
事
業
を
推
進
す
る

こ
と
と
な
る
平
成
五
年
度
以
降
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
体
制
の
確

保
の
状
況
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
方
策
、

国
の
費
用
負
担
の
方
式
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
将
来
的
な
必
須
事
務
化
、
さ
ら
に
そ
れ
に

合
わ
せ
た
国
の
費
用
負
担
方
式
の
見
直
し
に
つ
き
展
望
が
聞
か
れ
る
こ
と
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に
な
っ
た
。

(
-
H
)

特
別
養
護
老
人
ホ

l
ム
等
の
入
所
決
定
権
の
町
村
へ
の
移
譲

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
に
内
容
を
ご
説
明
し
た
。
平
成
五
年
四
月
か

ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
問
題
は
、
措
置
権
を
移
譲
さ
れ
た

町
村
が
自
ら
措
置
事
務
を
行
え
る
の
か
否
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
町

村
職
員
に
対
す
る
研
修
や
体
制
の
整
備
が
今
後
の
課
題
に
な
る
と
思
わ
れ

ヲ。。

(
山
山
)
老
人
保
健
福
祉
計
画
の
策
定

こ
の
計
画
の
特
徴
は
二
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
全

市
町
村
が
策
定
す
べ
き
計
画
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ

ス
及
び
施
設
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
関
し
、
具
体
的
な
事
業
の
量
の
目
標
を
定

め
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
に
つ
い
て
は
、
二

O
条
の
八
が
新
設
さ

れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
市
町
村
は
老
人
福
祉
法
に
基
づ
く
福
祉
の
措
置
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(
在
宅
福
祉
、
施
設
福
祉
、
生
き
が
い
対
策
を
含
み
、
地
方
単
独
の
事
業
も

含
む
)
の
実
施
に
関
す
る
計
画
(
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
)
を
定
め
る
べ

き
こ
と
、
こ
の
計
画
に
お
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
確
保
す
べ
き

事
業
の
量
の
目
標
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
具
体
的
に
定
め
る
べ
き
こ
と
、

さ
ら
に
こ
の
計
画
は
、
市
町
村
老
人
保
健
計
画
と
一
体
の
も
の
と
し
て
作

成
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
に
つ
い
て
は
、
二

O
条
の
九
が
新
設

さ
れ
た
。
都
道
府
県
は
、
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、

各
市
町
村
を
通
じ
る
広
域
的
な
見
地
か
ら
老
人
福
祉
法
に
基
づ
く
福
祉
の

措
置
に
関
す
る
事
業
の
供
給
体
制
の
確
保
に
関
す
る
計
画
(
都
道
府
県
老

人
福
祉
計
画
)
を
定
め
る
べ
き
こ
と
、
こ
の
計
画
に
お
い
て
は
、
当
該
都

道
府
県
が
定
め
る
区
域
ご
と
に
、
当
該
区
域
に
お
け
る
老
人
福
祉
施
設
の

整
備
量
の
目
標
及
び
老
人
福
祉
施
設
相
互
間
の
連
携
の
方
法
そ
の
他
の
必

要
な
事
項
を
定
め
る
べ
き
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
計
画
は
、
都
道
府
県
老
人

保
健
計
画
と
一
体
の
も
の
と
し
て
作
成
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

老
人
保
健
計
画
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
老
人
保
健
法
で
も
市
町
村
・
都

道
府
県
老
人
保
健
計
画
が
、
老
人
福
祉
計
画
と
一
体
の
も
の
と
し
て
作
成

さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
定
め
て
お
り
(
老
人
保
健
法
四
六
条
の
一
八
第
三
項
、

四
六
条
の
一
九
第
三
項
)
、
老
人
福
祉
法
と
老
人
保
健
法
の
両
者
が
相
倹
っ

て
老
人
保
健
福
祉
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
資
料
初
〉
は
、
市
町
村
老
人
保
健
福
祉
計
画
の
内
容
に
つ
き
、
現
時

点
に
お
け
る
検
討
の
成
果
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
れ
ば
、
主
に
以
下
の
よ
う
な
策
定
内
容
が
必
要
と
さ
れ
る
。

ま
ず
現
状
把
握
を
必
要
と
す
る
。
具
体
的
に
は
①
人
口
構
成
、
②
高
齢

者
の
い
る
世
帯
の
状
況
.
③
寝
た
き
り
、
痴
呆
等
の
要
介
護
老
人
の
人
数
、

障
害
の
程
度
、
介
護
の
実
態
、
④
住
居
の
状
況
、
⑤
高
齢
者
の
受
診
状

況
・
疾
病
構
造
、
@
就
業
構
造
等
で
あ
る
。

第
二
に
、
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
の
現
況
に
つ
い
て
は
、
現
状
把
握
を
前
提

と
し
て
、
福
祉
サ
イ
ド
お
よ
び
保
健
サ
イ
ド
で
実
際
に
ど
の
よ
う
な
サ
ー

ビ
ス
を
実
施
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
三
に
、
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
の
目
標
に
つ
い
て
は
、
目
標
年
次
を
明
ら

か
に
し
、
そ
の
年
次
に
お
け
る
六
五
歳
以
上
人
口
等
の
経
済
・
社
会
状
況

の
推
計
を
行
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
国
の
定
め
る
標
準
を
参

酌
し
て
、
対
象
者
の
状
況
に
応
じ
た
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
量
を
具
体
的
に
設

定
す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
ホ

1
ム
ヘ

ル
パ

l
に
つ
き
総
量

O
O人
・

0
0時
間
分
、
保
健
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
機

能
訓
練
に
つ
き
総
量

O
O人
・

0
0日
分
と
い
っ
た
具
体
的
な
目
標
の
設

定
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
サ
イ
ド
か
ら
す
れ
ば
非
常
に

シ
ビ
ア
な
側
面
も
あ
る
が
、
各
市
町
村
の
実
情
を
踏
ま
え
た
計
画
的
な
福

祉
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
を
図
る
仕
組
み
が
で
き
た
と
い
う
意
味
で
重
要
で
あ
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料

る
。
こ
れ
に
よ
り
、
市
町
村
の
本
格
的
な
取
組
み
が
期
待
さ
れ
る
。

次
に
〈
資
料
泊
〉
は
、
都
道
府
県
老
人
保
健
福
祉
計
画
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
性
格
は
、
市
町
村
計
画
が
老
人
福
祉
法
に
基
づ
く

福
祉
の
措
置
及
び
老
人
保
健
法
に
規
定
す
る
機
能
訓
練
及
び
訪
問
指
導
等

の
「
実
施
L

に
関
す
る
計
画
で
あ
る
の
に
対
し
、
都
道
府
県
計
画
は
事
業

の
供
給
体
制
の
確
保
に
関
す
る
計
画
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

策
定
内
容
と
し
て
は
、
ま
ず
保
健
福
祉
圏
と
い
う
広
域
的
な
圏
域
の
設

定
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
在
、
広
域
市
町
村
圏
の
ほ
か
、
保
健
所
の
圏

域
、
福
祉
事
務
所
の
圏
域
、
あ
る
い
は
医
療
法
に
基
づ
く
二
次
医
療
圏
と

い
っ
た
様
々
な
異
な
る
圏
域
が
あ
り
、
こ
れ
ら
と
の
整
合
性
を
い
か
に
し

て
図
る
か
が
問
題
と
な
る
。

次
に
現
状
把
握
は
、
市
町
村
段
階
で
出
さ
れ
た
数
字
の
積
み
上
げ
で
あ

る
。
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
の
現
況
・
目
標
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

都
道
府
県
計
画
に
つ
き
特
徴
的
な
の
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
体
制
の
整

備
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
圏
域
で
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
た
施
設

の
適
正
配
置
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
厚
生
省
サ
イ
ド
で
も
、
措
置

権
を
移
譲
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
例
え
ば
特
別
養
護
老
人
ホ

l
ム
を
全
市

町
村
に
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
各

市
町
村
の
枠
を
超
え
て
分
散
配
置
し
、
共
同
利
用
す
る
よ
う
な
方
式
で
も

よ
い
と
考
え
て
い
る
。
老
人
保
健
施
設
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ

資

し
、
老
人
保
健
施
設
に
つ
い
て
は
留
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

整
備
量
の
目
標
を
定
め
る
べ
き
こ
と
が
法
律
上
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
老
人
保
健
施
設
に
つ
い
て
は
定
額
の
公
費
に
よ
る
補
助
し
か
な
く

民
間
主
導
で
設
置
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
達
成
す

る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
マ
ン
パ
ワ

l
の
確
保
に
つ
い
て
は
、

市
町
村
よ
り
む
し
ろ
都
道
府
県
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
プ
を
と
る
べ
き
側
面
が

多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
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(
-
W
)

費
用

従
来
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
(
ホ

l
ム
へ
ル
パ

l
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
日
常
生
活
用
具
給
付
等
事
業
)
に
要
す
る
費
用
に
対

す
る
補
助
に
つ
い
て
は
、
法
律
上
国
や
県
の
負
担
割
合
が
明
定
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
。
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
在
宅
三
本
柱
(
ホ
!
ム
へ

ル
パ

l
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
)
に
つ
い
て
は
、
国
は
そ

の
二
分
の
一
、
都
道
府
県
は
そ
の
四
分
の
一
を
補
助
で
き
る
旨
、
法
律
上

明
示
さ
れ
た
。
予
算
補
助
か
ら
法
律
補
助
へ
の
格
上
げ
で
あ
る
。
日
常
生

活
用
具
給
付
等
事
業
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
予
算
補
助
で
あ
り
、
補

助
割
合
も
園
、
都
道
府
県
、
市
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
一
と
な
っ
て
い

る。
ま
た
、
施
設
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
町
村
負
担
の
導
入
が
図
ら
れ
た
。

施
設
に
関
す
る
費
用
と
し
て
は
、
施
設
整
備
費
と
運
営
費
(
措
置
費
)
が
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あ
る
。
こ
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
は
、
国
が
二
分
の
一
、
都
道
府
県
が
四

分
の
一
、
設
置
者
が
四
分
の
一
の
負
担
割
合
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
に
つ

い
て
は
、
現
在
、
国
並
び
に
都
道
府
県
(
町
村
部
の
場
合
)
ま
た
は
市
が

そ
れ
ぞ
れ
二
分
の
一
と
な
っ
て
い
る
。
国
と
措
置
権
者
が
半
分
、
ず
つ
負
担

す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
回
改
正
に
よ
り
、
措
置
権
が

都
道
府
県
か
ら
町
村
に
移
譲
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
国
お
よ
び
措
置

権
者
で
あ
る
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
二
分
の
一
を
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
実
際
上
、
町
村
部
の
財
政
基
盤
は
市
部
よ
り
弱
く
、

ま
た
都
道
府
県
は
広
域
的
に
町
村
の
措
置
事
務
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
と

い
う
趣
旨
か
ら
、
市
部
は
従
来
通
り
二
分
の
一
と
す
る
が
、
町
村
部
に
つ

い
て
は
都
道
府
県
が
四
分
の
て
町
村
が
四
分
の
一
を
負
担
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。(

V

)

指
定
法
人

先
に
十
か
年
戦
略
の
柱
の
一
つ
と
し
て
、
高
齢
者
の
生
き
が
い
対
策
の

推
進
を
取
り
上
げ
た
が
、
老
人
の
心
身
の
健
康
の
保
持
に
資
す
る
た
め
の

教
養
講
座
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
他
老
人
が
自
主
的
か
つ
積
極
的
に

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
業
と
し
て
の
老
人
健
康
保
持
事
業
を
促
進
す

る
た
め
、
民
法
三
四
条
に
基
づ
く
法
人
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
、

法
律
上
定
め
ら
れ
た
(
二
八
条
の
二
)
。
実
際
に
は
、
長
寿
社
会
開
発
セ
ン

タ
ー
と
い
う
名
称
の
財
団
法
人
が
指
定
を
受
け
て
い
る
。

こ
の
指
定
法
人
は
、
法
律
上
、
老
人
健
康
保
持
事
業
に
関
す
る
普
及
啓

発
、
当
該
事
業
の
実
施
、
援
助
、
調
査
研
究
、
当
該
事
業
の
従
事
者
の
研

修
等
老
人
健
康
保
持
事
業
の
促
進
に
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
(
二
八
条
の
三
)
。
立
法
技
術
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
業
務
を
行
う
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
法
律
上
の
指
定
法
人
と
す
る
立
法
理
由

が
な
い
。
一
般
の
公
益
法
人
の
ま
ま
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論

に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
法
律
に
基
づ
く
指
定
法
人
と
す
る
た
め
の
仕

組
が
設
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
社
会
福
祉
・
医
療
事
業
団
が
長
寿
社
会

福
祉
基
金
(
七

O
O億
円
)
の
果
実
を
活
用
し
て
行
う
助
成
業
務
の
う
ち
、

老
人
健
康
保
持
事
業
に
対
す
る
助
成
を
指
定
法
人
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す

る
と
の
条
文
(
二
八
条
の
四
)
を
設
け
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
よ
り
は
じ

め
て
、
法
律
に
基
づ
く
指
定
法
人
と
す
る
立
法
理
由
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

(-m)
有
料
老
人
ホ

l
ム

有
料
老
人
ホ

l
ム
は
、
公
費
負
担
が
な
い
民
間
の
施
設
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
従
来
、
事
後
届
出
制
で
あ
っ
た
が
、
倒
産
寸
前
に
ま
で
追

い
込
ま
れ
た
施
設
が
で
て
き
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
今
回
改
正
に
よ
り
事
前

届
出
制
に
改
め
る
こ
と
に
し
た
。
さ
ら
に
、
従
来
勧
告
し
か
で
き
な
か
っ

た
の
を
、
二
九
条
に
よ
り
改
善
命
令
ま
で
行
い
う
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ

ら
に
よ
り
、
経
営
内
容
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
指
導
等
を
行
い
、
万
が
一
に

も
倒
産
と
い
う
事
態
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
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料

る。

資

ま
た
、
従
来
か
ら
存
在
し
た
有
料
老
人
ホ

l
ム
協
会
を
法
律
上
位
置
付

け
た
(
三

O
条
)
。
名
称
独
占
さ
二
条
)
を
そ
の
立
法
化
の
理
由
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

(
四
)
国
会
に
お
け
る
論
点

今
回
の
改
正
は
、
い
わ
ゆ
る
予
算
非
関
連
法
案
で
あ
り
、
し
か
も
か
な

り
理
念
的
な
改
正
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
実
態
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
は
主

に
措
置
権
移
譲
と
老
人
保
健
福
祉
計
画
の
策
定
で
あ
り
、
ま
た
仮
に
法
改

正
を
行
わ
な
く
と
も
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
進
捗
の
度
合
い
が
若
干
遅
く
な
る

に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
も
あ
り
得
た
。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
積
極
的
な
推
進
勢
力
が
な
か
っ
た
反
面
、
強
力

な
反
対
も
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
立
法
化
に
あ
た
っ
て
は
、
二
つ
の
勢
力

と
の
調
整
が
必
要
で
あ
っ
た
。
第
一
に
全
国
町
村
会
で
あ
る
。
全
国
町
村

会
で
は
、
町
村
へ
の
措
置
権
移
譲
と
必
須
事
務
化
が
問
題
と
さ
れ
た
。
平

成
二
年
四
月
一
三
日
付
け
町
村
会
意
見
〈
資
料
M
〉
に
よ
れ
ば
、
十
か
年

戦
略
に
基
づ
く
国
の
姿
勢
自
体
は
評
価
す
る
げ
れ
ど
も
、
現
実
に
町
村
が

実
施
す
る
場
合
に
は
問
題
点
が
多
い
の
で
、
こ
の
点
に
つ
き
配
慮
す
る
よ

う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
①
マ
ン
パ
ワ

l
の
問
題
、
②
施
設

の
充
実
強
化
等
の
条
件
整
備
お
よ
び
国
庫
補
助
金
の
負
担
金
化
、
③
町
村

に
対
応
す
る
施
設
が
な
い
場
合
に
お
け
る
国
の
責
任
、
④
町
村
職
員
の
増

員
に
伴
う
財
政
措
置
等
に
対
す
る
配
慮
と
い
っ
た
諸
点
に
お
い
て
、
い
わ

ば
条
件
闘
争
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
の
勢
力
は
自
治
労
で
あ
る
。
自

治
労
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
の
は
、
福
祉
行
政
の
公
的
責
任
に
よ
る
実
施

を
基
本
に
す
べ
き
こ
と
、
制
度
見
直
し
に
当
つ
て
は
市
町
村
に
対
す
る
財

政
措
置
、
人
的
配
置
を
十
分
に
行
う
こ
と
、
都
道
府
県
福
祉
事
務
所
の
体

制
を
確
保
す
べ
き
こ
と
等
の
議
論
で
あ
っ
た
〈
資
料
出
〉
。
社
会
党
も
、
最

終
的
に
は
法
案
に
対
す
る
賛
否
に
つ
き
自
治
労
の
意
向
を
尊
重
す
る
形
と

な
っ
た
。
結
局
、
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
は
、
国
会
に
お
け
る
質
疑
等

に
お
い
て
固
と
し
て
の
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
中
で
理
解
を
得
る
こ
と

が
で
き
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
全
会
一
致
で
可
決
・
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

法
案
に
つ
い
て
の
国
会
で
の
議
論
に
関
連
し
て
、
衆
参
両
院
に
お
い
て

附
帯
決
議
が
な
さ
れ
て
い
る
。
〈
資
料
部
〉
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
一

項
で
は
、
地
方
交
付
税
等
に
よ
る
十
分
な
財
源
措
置
を
講
ず
る
よ
う
求
め

て
い
る
。
財
源
措
置
に
つ
い
て
は
、
措
置
権
が
移
譲
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る

町
村
の
四
分
の
一
と
い
う
措
置
費
負
担
に
つ
き
、
交
付
税
に
よ
る
裏
付
け

を
な
す
べ
き
だ
と
い
う
側
面
か
ら
の
議
論
と
、
事
務
負
担
増
に
よ
り
必
要

に
な
る
町
村
の
職
員
増
等
に
対
し
、
交
付
税
に
よ
る
裏
付
け
を
な
す
べ
き

だ
と
い
う
側
面
か
ら
の
議
論
が
な
さ
れ
た
。
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二
項
の
マ
ン
パ
ワ

1
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
会
で
最
も
議
論
さ
れ
た

点
で
あ
る
。
と
く
に
現
在
、
福
祉
分
野
に
限
ら
ず
一
般
的
に
入
手
不
足
が

叫
ば
れ
て
い
る
中
、
ど
の
よ
う
に
し
て
ホ

l
ム
ヘ
ル
パ

l
等
の
保
健
・
福

祉
マ
ン
パ
ワ
ー
を
確
保
す
る
の
か
が
議
論
と
な
っ
た
。

三
項
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
意
見
反
映
に
つ
い
て
は
、
社
会
党
の
要
求

に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
痴
呆
性
老
人
に
対
す
る
施
策
の
実
施
(
四
項
)
、
在
宅
福
祉

サ
ー
ビ
ス
と
保
健
・
医
療
等
の
施
策
と
の
連
携
(
五
項
)
と
い
っ
た
事
項

が
議
論
に
な
っ
た
。

平成二年老人福4止法等改正の立法過程

以
上
が
、
今
回
の
老
人
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
立
法
過

程
と
法
律
内
容
に
つ
い
て
の
概
略
で
あ
る
。

〈
質
疑
応
答
〉

一
、
立
法
過
程
に
つ
い
て

高
齢
社
会
の
到
来
を
控
え
た
福
祉
改
革
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い
て
、

厚
生
省
内
部
で
は
い
つ
頃
か
ら
検
討
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
ど
の
よ

Q 

う
に
議
論
の
流
れ
の
中
で
改
正
法
案
が
で
て
き
た
の
か
。

A

実
は
、
平
成
二
年
度
予
算
の
編
成
に
際
し
て
最
大
の
懸
案
で
あ
っ
た

の
は
、
老
人
福
祉
法
で
は
な
く
老
人
保
健
法
で
あ
っ
た
。
同
法
の
昭
和
六

一
年
改
正
の
際
の
附
則
に
お
い
て
、
平
成
二
年
度
ま
で
の
見
直
し
が
求
め

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
時
、
保
健
と
福
祉
の
連
携
あ
る
い

は
総
合
化
が
い
わ
れ
る
中
で
、
老
人
保
健
法
の
あ
り
方
の
部
内
検
討
に
お

い
て
老
人
福
祉
法
も
含
め
た
検
討
が
な
さ
れ
て
い
た
。
老
人
保
健
法
を
見

直
す
場
合
、
ど
う
し
て
も
本
人
一
部
負
担
の
引
上
げ
と
公
費
負
担
の
拡
大

が
最
大
の
関
心
事
と
な
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
様
々
な
メ
ニ
ュ
ー
が

考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
が
老
人
福
祉
の
問
題
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、

老
人
福
祉
法
(
昭
和
三
八
年
)
を
は
じ
め
福
祉
各
法
は
成
立
し
て
か
ら
既

に
か
な
り
の
年
月
が
経
過
し
て
い
る
が
、
医
療
保
険
制
度
の
改
革
、
年
金

改
革
が
相
次
い
で
行
わ
れ
る
中
、
福
祉
の
み
が
立
ち
遅
れ
て
い
る
と
の
認

識
が
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
中
で
福
祉
全
体
の
あ
り
方
を
見
直
そ
う
と
い

う
動
き
が
、
先
に
述
べ
た
昭
和
六
一
年
一
月
の
福
祉
三
審
議
会
合
同
分
科

会
の
設
置
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

北法42(1・271)271 

と
こ
ろ
で
一
九
八
九
年
一
二
月
、
平
成
二
年
度
予
算
編
成
に
際
し
て
老

人
保
健
法
の
改
正
が
断
念
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
参
議
員
に
お
け
る

保
革
逆
転
現
象
、
一
九
九

O
年
二
月
に
予
定
さ
れ
た
衆
議
院
選
挙
の
実
施

と
い
っ
た
政
治
情
勢
の
下
で
、
一
部
負
担
増
等
に
つ
な
が
る
法
案
は
出
し



料

に
く
い
と
い
う
事
情
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
諸

般
の
事
情
を
踏
ま
え
、
老
人
保
健
法
改
正
の
動
き
が
一
時
的
に
中
断
さ
れ

た
。
他
方
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
三
審
議
会
合
同
分
科
会
に
よ
る
検
討
が

な
さ
れ
、
意
見
具
申
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
十
か
年
戦
略
を
制

度
的
に
支
援
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
等
か
ら
、
老
人
福
祉
法
を
中
心
と

し
た
改
正
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

Q

今
回
改
正
に
際
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
厚
生
族
と
呼
ば
れ
る
族
議
員
が

果
た
し
た
役
割
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

A

老
人
福
祉
法
自
体
を
取
り
上
げ
た
場
合
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
予
算

非
関
連
の
法
案
で
あ
り
、
福
祉
の
シ
ス
テ
ム
を
変
革
す
る
と
い
う
改
正
内

容
で
あ
っ
た
た
め
、
あ
ま
り
族
議
員
の
動
き
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

資

各
審
議
会
に
お
い
て
、
厚
生
省
の
原
案
に
修
正
を
施
す
よ
う
な
実
質

的
な
議
論
は
な
さ
れ
た
の
か
。

A

今
回
の
改
正
は
、
三
審
議
会
合
同
分
科
会
の
意
見
具
申
を
も
踏
ま
え

た
も
の
で
あ
り
、
理
念
的
に
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。

Q

今
回
改
正
に
際
し
、
自
治
省
は
ど
の
よ
う
な
態
度
で
あ
っ
た
か
。

A

必
須
事
務
化
に
は
反
対
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
措
置
権
を
町
村
に
移
譲

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
自
治
省
の
方
針
で
あ
る
地
方
へ
の
権
限

移
譲
に
か
な
う
こ
と
か
ら
、
賛
成
で
あ
っ
た
。

Q 

大
蔵
省
の
態
度
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

大
蔵
省
は
、
自
治
省
と
の
調
整
を
見
守
る
と
い
う
態
度
で
あ
っ
た
が
、

必
須
事
務
化
に
は
必
ず
し
も
賛
成
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
予
算
非
関
連
法
案
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
必
須
事
務
化
と
な
る
と
、

補
助
金
を
負
担
金
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
現
在

の
補
助
金
方
式
の
下
で
は
、
国
庫
補
助
の
総
量
を
大
蔵
省
の
査
定
に
よ
り

決
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
負
担
金
化
す
る
と
そ
う
は
い
か
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。
厚
生
省
サ
イ
ド
と
し
て
は
、
一
般
論
で
は
あ
る
が
、
在
宅
福
祉

サ
ー
ビ
ス
等
の
福
祉
施
策
の
あ
り
方
に
つ
い
て
い
ま
の
う
ち
に
対
策
を
講

じ
て
お
か
な
い
と
、
こ
れ
か
ら
の
高
齢
社
会
に
対
応
で
き
な
い
と
い
っ
た

説
明
を
行
い
、
理
解
を
求
め
た
。

Q

内
閣
法
制
局
が
当
初
の
法
案
の
名
称
に
反
対
し
た
理
由
は
何
か
。

A

今
回
の
改
正
の
内
容
は
、
実
質
は
各
改
正
法
の
束
に
す
ぎ
な
い
で
は

な
い
か
、
そ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
り
な
が
ら
、
い
か
に
も
新
た
な
単
独
法

を
制
定
す
る
か
の
よ
う
な
名
称
を
つ
け
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
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Q A 

な
ぜ
「
二
段
ロ
ケ
ッ
ト
L

方
式
を
用
い
た
の
か
。

本
論
で
ご
説
明
し
た
と
お
り
、
老
人
福
祉
法
を
一
本
で
改
正
し
て
附

則
に
お
い
て
施
行
日
を
書
き
分
け
る
と
い
う
方
法
は
非
常
に
複
雑
で
あ
る

こ
と
と
、
ま
た
、
内
容
的
に
も
改
正
を
二
回
に
分
け
た
方
が
整
理
し
や
す

Q A 



い
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
方
式
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

Q

法
案
提
出
前
に
お
け
る
自
民
党
政
務
調
査
会
社
会
部
会
で
の
議
論
は

ど
う
で
あ
っ
た
か
。

特
に
大
き
な
問
題
は
な
か
っ
た
。

野
党
対
策
に
つ
き
困
難
は
な
か
っ
た
の
か
。

今
回
の
法
案
は
、
与
野
党
の
激
し
い
対
立
が
見
込
ま
れ
る
よ
う
な
内

容
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
や
は
り
野
党
の
主
な
議
員
に
対
す
る
根
回

し
は
行
わ
れ
た
。
た
だ
、
社
会
党
が
そ
の
賛
否
に
つ
い
て
自
治
労
の
意
向

を
尊
重
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
国
会
提
出
後
に
お
け
る
自

治
労
と
の
折
衝
も
大
き
な
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
た
。

A Q A 

平成二年老人福祉法等改正の立法過程

二
、
内
容
に
つ
い
て

マ
ン
パ
ワ
!
の
確
保
に
対
す
る
具
体
的
施
策
が
あ
れ
ば
伺
い
た
い
。

A

例
え
ば
、
ホ

l
ム
へ
ル
パ

1
の
場
合
、
そ
の
処
遇
を
改
善
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
社
会
的
評
価
の
向
上
や
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ

プ
も
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
九
時
か
ら
五
時
ま
で
と
い
う
お

役
所
仕
事
的
発
想
か
ら
脱
却
し
、
多
様
な
ニ

1
ズ
に
対
応
し
た
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
に
は
、
従
来
の
市
町
村
、
市
町
村
社
会
福
祉
協
議

会
の
ほ
か
、
特
別
養
護
老
人
ホ

l
ム
へ
の
委
託
等
に
よ
り
供
給
体
制
を
多

Q 

様
化
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
勤
務
形
態
に
つ
い

て
も
、
常
勤
の
へ
ル
パ

l
の
み
で
な
く
、
家
庭
の
主
婦
等
に
よ
る
パ

l
ト

ヘ
ル
パ
!
の
活
用
と
い
っ
た
形
態
も
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

マ
ン
パ
ワ

l
の
問
題
に
つ
い
て
、
厚
生
省
で
は
、
今
回
の
法
案
に
関
す

る
国
会
で
の
議
論
も
踏
ま
え
、
一
九
九

O
年
八
月
、
保
健
医
療
・
福
祉
マ

ン
パ
ワ

l
対
策
本
部
を
設
け
、
看
護
婦
、
ヘ
ル
パ
ー
な
ど
保
健
福
祉
の
マ

ン
パ
ワ
ー
を
ど
の
よ
う
に
確
保
し
て
い
く
べ
き
か
を
検
討
し
て
い
る
。
先

に
述
べ
た
処
遇
の
改
善
の
ほ
か
、
制
度
的
な
工
夫
を
い
か
に
行
う
か
な
ど

が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

Q

制
度
を
ど
の
よ
う
に
改
善
し
て
も
、
高
齢
社
会
に
あ
っ
て
人
口
構
成

が
変
化
し
、
マ
ン
パ
ワ
ー
と
な
り
う
る
人
自
体
が
少
な
く
な
っ
て
く
る
の

で
は
な
い
か
。

A

統
計
に
よ
れ
ば
、
生
産
年
齢
人
口
(
二

O
歳
か
ら
六
四
歳
ま
で
)
の

割
合
は
、
一
九
九

O
年
に
は
総
人
口
の
六
一
・
四
%
で
あ
る
が
、
二

O
O

O
年
に
な
っ
て
も
六

0
・
一
%
ま
で
し
か
落
ち
込
ま
な
い
。
つ
ま
り
、
こ

の一

O
年
に
限
定
し
て
み
れ
ば
、
老
人
割
合
が
増
加
す
る
一
方
、
子
供
の

割
合
が
減
少
す
る
た
め
、
主
た
る
働
き
手
の
割
合
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い

の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
逆
に
こ
の
一

O
年
の
う
ち
に
基
盤
整

備
を
進
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ホ
ー
ム
へ
ル
パ
ー
に
な
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件
が
必
要
な
の

北法42(1・273)273

Q 



市ヰ

カ〉

資

特
に
法
律
上
の
資
格
は
な
い
が
、
三
六

0
時
間
の
研
修
を
受
け
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
ホ

l
ム
へ
ル
パ
ー
に
な
ろ
う
と
す

る
方
が
大
変
な
の
で
、
平
成
三
年
度
か
ら
は
四

0
時
間
、
九

0
時
間
、
三

六
0
時
間
と
い
う
段
階
的
研
修
を
導
入
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

家
事
援
助
等
の
簡
単
な
サ
ー
ビ
ス
は
四

0
時
間
の
研
修
で
で
き
る
よ
う
に

し
、
さ
ら
に
介
護
等
の
サ
ー
ビ
ス
の
程
度
に
応
じ
て
、
九

0
時
間
、
三
六

0
時
間
の
研
修
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
な
お
研
修
は
、
基
本
的
に

は
都
道
府
県
が
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

Q

な
ぜ
資
格
制
に
し
な
い
の
か
。

A

昭
和
六
二
年
に
、
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
が
初
の
福
祉
分

野
に
お
け
る
資
格
法
と
し
て
制
定
さ
れ
た
が
、
こ
こ
に
い
う
介
護
福
祉
士

は
名
称
独
占
に
す
ぎ
ず
業
務
独
占
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
介
護
の
分
野
に

お
い
て
、
資
格
が
な
け
れ
ば
介
護
を
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
る
と
い
う
の

で
は
と
て
も
こ
れ
か
ら
の
介
護
需
要
に
対
応
で
き
な
い
し
、
あ
ま
り
に
も

現
実
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ヘ
ル
パ

l
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い

え
る
。

A 

町
村
に
措
置
権
を
移
譲
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
全
国
的
な
制
度
を
設

け
る
以
上
あ
る
程
度
中
央
に
よ
る
目
配
り
も
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

今
回
の
改
正
に
お
い
て
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ど
の
程
度
配
慮
さ
れ
て
い
る

Q 

の
か
。
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A

配
慮
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
い
の
前
に
、
そ
も
そ
も
配
慮
す
べ
き

か
と
い
う
議
論
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
場

合
に
は
、
基
本
的
に
市
町
村
が
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
主
体
に
な
っ
て
お

り
、
そ
の
財
源
は
我
が
国
で
い
う
地
方
の
自
主
財
源
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て

い
る
た
め
、
当
該
自
治
体
が
独
自
の
判
断
で
必
要
な
施
策
を
講
じ
る
こ
と

が
で
き
る
し
、
現
に
講
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
我
が
国
の
場

合
、
各
市
町
村
が
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
と

は
必
ず
し
も
言
い
難
い
状
況
に
あ
り
、
老
人
保
健
福
祉
計
画
の
策
定
を
義

務
付
け
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
制
度
的
に
そ
の
推
進
を
図
る
仕
組
を
作
ら
ざ

る
を
得
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
指
導
監
督
権
は
国
及

び
都
道
府
県
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
中
央
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
働

く
と
い
え
る
し
、
ま
た
国
の
措
置
に
係
わ
る
事
務
は
い
わ
ゆ
る
団
体
委
任

事
務
と
な
っ
て
い
る
。

Q

老
人
保
健
福
祉
計
画
に
よ
り
国
が
地
方
に
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
働
か
せ

る
と
い
う
手
法
は
、
将
来
的
に
は
解
消
の
方
向
に
向
か
う
の
か
。

A

現
在
、
計
画
に
対
す
る
関
与
は
、
法
二

O
条
の
八
第
三
項
で
、
「
厚

生
大
臣
は
、
市
町
村
が
:
:
:
参
酌
す
べ
き
標
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
」

旨
定
め
て
い
る
ほ
か
、
法
二

O
条
の
一

O
で
、
都
道
府
県
知
事
の
助
言
等

が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
固
な
い
し
県
が
関
与
す
る



と
い
う
仕
組
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
将
来
的

に
ど
う
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
結
局
我
が
国
の
福
祉
水
準
が
ど
こ
ま
で

成
熟
し
て
い
く
か
に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Q

自
治
体
側
で
、
十
か
年
戦
略
に
沿
っ
た
プ
ラ
ン
に
従
わ
ず
、
独
自
の

プ
ラ
ン
を
立
て
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
の
か
。

A

厚
生
省
サ
イ
ド
で
は
、
現
在
の
老
人
保
健
福
祉
計
画
を
ボ
ト
ム
ア
ッ

プ
の
計
画
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
決
し
て
十
か
年
戦
略
で
立

て
た
例
え
ば
ホ

l
ム
ヘ
ル
パ

l

一O
万
人
と
い
う
目
標
を
各
市
町
村
に
割

り
当
て
る
の
で
は
な
く
、
各
市
町
村
が
そ
の
ニ

1
ズ
を
踏
ま
え
て
何
人
へ

ル
パ
ー
が
必
要
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
積
み
上
げ
て
い
く
方
式
が
望
ま

し
い
。

平成二年老人福祉法等改正の立法過程

し
か
し
、
実
際
に
は
市
町
村
か
ら
、
「
参
酌
す
べ
き
基
準
」
(
法
二

O
条
の
八
第
三
項
)
を
よ
り
具
体
的
に
示
し
て
く
れ
と
い
う
反
応
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。

Q 

そ
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
に
従
え
ば
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
計
画
で

な
く
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
そ
の
兼
ね
合
い
を
ど
う
す
る
か

A が
問
題
で
あ
る
。

Q

立
法
す
る
際
、
多
様
な
市
町
村
の
ニ
ー
ズ
を
調
査
す
る
機
会
は
あ
っ

た
の
か
。

A 

全
県
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
た
ほ
か
、
各
都
道
府
県
を
通
じ
て

市
町
村
の
意
見
も
聴
取
し
て
い
た
だ
い
た
。
内
容
的
に
は
、
改
正
の
趣
旨

に
つ
い
て
は
概
ね
理
解
し
て
い
た
だ
け
た
。

Q

医
療
と
福
祉
の
関
係
に
つ
き
、
将
来
的
に
医
療
関
係
者
と
福
祉
関
係

者
と
の
聞
に
お
い
て
利
害
対
立
が
生
じ
て
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
自
体
が
予
想
さ
れ
な
い
か
。

A

従
来
、
医
療
サ
イ
ド
は
福
祉
に
あ
ま
り
関
心
を
一
万
さ
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
ま
た
、
医
師
会
の
体
質
と
し
て
、
福
祉
が
充
実
す
る
と
患
者

が
奪
わ
れ
る
と
い
う
発
想
も
あ
る
と
い
う
話
も
聞
く
。
し
か
し
、
今
後
の

高
齢
社
会
を
考
え
る
と
き
、
特
に
在
宅
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
福
祉
の
み

な
ら
ず
、
医
療
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
不
可
欠
と
な
る
。
こ
の
た
め
に

は
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ケ
ア
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
訪
問
看
護
の
よ
う
な
在

宅
の
た
め
の
新
た
な
制
度
を
創
設
し
て
い
く
中
で
、
医
療
と
福
祉
の
連
携

を
強
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、
在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
は
病
院
に
も
併
設
で
き
る
と
い
う
点
で
、
医
療
サ
イ
ド
と
福
祉

サ
イ
ド
の
両
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

Q

地
域
医
療
計
画
・
保
健
計
画
・
福
祉
計
画
は
、
そ
れ
ぞ
れ
整
合
性
を

も
た
せ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。

A

地
域
医
療
計
画
は
現
在
、
病
床
規
制
が
中
心
で
あ
る
が
、
新
た
に
ヘ

ル
ス
の
側
面
も
折
り
込
ん
だ
計
画
を
検
討
中
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
今

後
の
課
題
と
言
え
る
が
、
必
ず
し
も
両
者
が
パ
ツ
テ
ィ
ン
グ
す
る
も
の
と
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料

は
考
え
ら
れ
な
い
。
た
だ
二
次
医
療
固
と
保
健
福
祉
圏
の
圏
域
を
ど
う
調

整
す
る
か
な
ど
の
問
題
は
あ
る
。

資

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
法
的
位
置
付
け
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

改
正
法
六
条
の
二
に
お
い
て
、
市
町
村
は
、
第
五
条
の
四
第
二
項
第

二
号
(
老
人
の
福
祉
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
調
査
及
び
指
導
を

行
い
、
並
び
に
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
)
に
規
定
す
る
相

談
及
び
指
導
の
う
ち
主
と
し
て
在
宅
介
護
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
特
に
専

門
的
知
識
及
び
技
術
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
設
置
の

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
厚
生
省
令
で
定
め
る
施
設
の
職
員

に
行
わ
せ
、
ま
た
こ
れ
を
市
町
村
設
置
以
外
の
施
設
に
委
託
す
る
こ
と
が

で
き
る
旨
規
定
し
、
こ
れ
が
根
拠
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
既
存
の
市
町
村

へ
の
申
請
↓
措
置
決
定
と
い
う
方
式
と
は
異
な
り
、
老
人
や
そ
の
家
族
に

対
し
現
場
に
よ
り
近
い
支
援
セ
ン
タ
ー
を
通
じ
て
申
請
を
行
わ
せ
る
こ
と

に
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
潜
在
的
な
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
ニ
ー

ズ
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
決
定
は
従
来
通
り
市
町
村
が
行

う
の
で
あ
る
が
、
身
近
な
所
で
気
軽
に
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う

趣
旨
か
ら
は
、
で
き
れ
ば
将
来
的
に
は
支
援
セ
ン
タ
ー
の
段
階
で
決
定
ま

で
行
え
れ
ば
よ
り
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
こ
の
こ
と
は
、
措
置

権
の
私
人
へ
の
移
譲
と
い
う
法
的
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、

措
置
体
系
自
体
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
む
し
ろ
契
約
的

Q A 

構
成
に
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
議
論
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

Q

「
在
宅
介
護
」
と
「
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
分

け
は
、
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。

A

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、
介
護
以
外
の
例
え
ば
デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
や

家
事
援
助
等
も
含
ん
だ
概
念
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
在
宅
介
護
の
方
が

よ
り
狭
い
概
念
で
あ
る
。

Q

派
遣
先
の
家
庭
の
状
況
(
例
え
ば
、
寝
た
き
り
老
人
を
へ
ル
パ

l
に

預
け
て
自
分
が
仕
事
に
出
る
な
ど
)
に
嫌
気
が
さ
し
て
ホ

l
ム
ヘ
ル
パ
ー

を
や
め
る
方
が
お
ら
れ
る
と
伺
っ
た
が
、
そ
の
意
味
で
へ
ル
パ

l
の
意
識

に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
な
部
分
が
あ
る
の
か
。

A

ま
ず
、
賃
金
の
面
か
ら
み
た
場
合
、
へ
ル
パ
ー
に
は
介
護
型
と
家
事

援
助
型
が
あ
り
、
平
成
二
年
度
に
お
け
る
こ
れ
ら
へ
ル
パ
!
の
賃
金
に
対

す
る
国
の
補
助
基
準
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
年
間
二
四
四
万
円
、
一
六
二
万
円

と
な
っ
て
い
る
。
時
給
べ

l
ス
で
は
一
一
二

O
円
、
七
四

O
円
で
あ
り
、

必
ず
し
も
低
い
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で

生
計
を
立
て
る
と
な
る
と
厳
し
い
面
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ

l
は
、
従
来
家
庭
奉
仕
員
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
に
、
そ
の
生

い
立
ち
に
お
い
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
的
な
側
面
も
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
後
は
、
介
護
を
支
え
る
主
要
な
マ
ン
パ
ワ
ー
と
し
て
、
そ
の

処
遇
の
改
善
の
み
な
ら
ず
、
職
業
と
し
て
の
意
識
醸
成
も
図
っ
て
い
く
必
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要
が
あ
ろ
う
。

平成二年老人福祉法等改正の立法過程

法
二
条
で
は
、
基
本
的
理
念
と
し
て
新
た
に
老
人
の
「
生
き
が
い
」

と
い
う
言
葉
を
挿
入
し
て
お
り
、
十
か
年
戦
略
等
で
も
こ
の
言
葉
が
用
い

ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
厚
生
省
サ
イ
ド
で
は
こ
う
し
た
老
人
の
「
生

き
が
い
L

と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
。

A

個
人
の
「
生
き
が
い
し
は
千
差
万
別
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
老
人
の

「
生
き
が
い
」
に
対
し
て
行
政
が
手
を
出
す
の
は
、
大
変
に
傍
越
な
こ
と
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
行
政
と
し
て
は
、
寸
生
き
が
い
」
を
も
て
る

場
を
作
り
、
ま
た
、
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
L

が
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
自
ら
希
望
さ
れ
る
方
に
は

社
会
参
加
し
て
い
た
だ
く
良
い
機
会
と
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
超
高
齢

社
会
の
到
来
と
は
い
っ
て
も
老
人
の
九
割
は
ね
た
き
り
で
も
痴
呆
で
も
な

い
、
い
わ
ば
健
常
老
人
の
方
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
健
常
老
人
の
方
々
の

た
め
の
社
会
参
加
の
シ
ス
テ
ム
を
作
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
行
政
と
し
て

行
お
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
は
社
会
参
加
の
場
を
提
供
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ひ
い
て
は
ね
た
き
り
の
老
人
を
少
な
く
す
る
こ
と
に
も
つ
な

が
る
か
も
し
れ
な
い
。

Q 
付

記

一

九

九

一

年

二

月

二

日

に

開

催

さ

れ

た

北

大

立

法

過

程
研
究
会
に
お
け
る
報
告
お
よ
び
討
論
の
テ

1
プ
を
起
こ
し
、
加
筆
・
訂

本
稿
は
、

正
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
す
べ
て
筆
者
の
責
任
で
あ
る
。

な
お
、
録
音
テ

l
プ
の
再
生
に
あ
た
っ
て
、
北
大
大
学
院
法
学
研
究
科

院
生
菊
池
馨
実
君
の
協
力
を
得
た
。
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資料

く資料1>老齢人口の推移

人 口 総人口比

総人口 65歳以上 75歳以上 65歳以上 75歳以上

(A) (B) (C) (B/A) (C/A) 

昭和35年(1960) 94，302 5，398 1，642 5.7 1.7 

昭和40年(1965) 99，209 6，236 1，894 6.3 1.9 

昭和45年(1970) 104，665 7，393 2，237 7.1 2.1 

昭和50年(1975) 111，940 8，865 2，841 7.9 2.5 

昭和55年(1980) 117，060 10，647 3，660 9.1 3.1 

昭和60年(1985) 121，049 12，468 4，712 10.3 3.9 

平成元年(1989) 123，255 14，309 5，747 11.6 4.7 

平成 2年(1990) 124，224 14，819 5，917 

E EE  
4.8 

平成12年(2000) 131，192 21，338 8，452 6.4 

平成22年(2010) 135，823 27，104 12，456 20.04 9.2 

平成32年(2020) 135，304 31，880 15，313 23.56 11.3 

平成33年(2021) 135，160 31，866 15，239 @]D 11.3 

平成37年(2030) 134，642 31，465 17，367 23.4 12.9 

(資料)平成元年までは総務庁統計局「国勢調査」及び「推計人口」、平成 2年以降は厚生省
人口問題研究所「日本の将来人口(昭和61年12月推計)Jの中位推計値

く資料2>人口の高齢化率の国際比較 (65歳以上人口の総人口に対する比率)

年次 日 本 アメリカ イギリス (旧)西ドイツ フランス スウェーテ.ン

% % % % % % 
1986 10.6 12.1 15.3 15.2 13.1 17.4 

1990 11.9 12.6 15.5 15.4 13.8 18.3 

2000 16.3 12.8 15.4 16.8 15.3 17.6 

2020 23.6 17.3 18.7 22.3 19.1 22.8 

(資料)日本は厚生省人口問題研究所「日本の将来人口(昭和61年12月推計)J諸外国は国連
rWorld Population Prospects: 1988Jによる各年中央推計人口に基づく算定
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く資料3>人口高齢化速度の国際比較

国 名
65歳以上人口比率の到達年次

所 要 年 数
7% 14% 

日 本 1970年 1995年 25年

アメリカ 1945 2015 70 

イギリス 1930 1975 45 

(旧)西ドイツ 1930 1975 45 

プランス 1865 1995 130 

スウェーデン 1890 1975 85 

(資料)厚生省人口問題研究所「人口統計資料集J (1986)、u.N. r世界人口年鑑J 1984年及

ぴ国連世界人口推計人口
(注) 国連によれば、 65歳以上人口比率が 7%以上の場合に高齢化した社会と分類されてい

る。

く資料 4>高齢化率の伸びの推移

期 問 65歳以上人口比率の伸び

1980年(昭55) ~1990年(平 2 )の10年間 2.8% 

1990年(平 2) ~2000年(平12) の 10年間 4.4% 

2000年(平12) ~2010年(平22) の 10年間 3.7% 

2010年(平22) ~2020年(平32) の 10年間 3.5% 

(資料)総務庁統計局「国勢調査」、 「推計人口J (昭和61年以前)

厚生省人口問題研究所「日本の将来人口J (昭和61年12月推計) (平成2年以降)

く資料5>前・後期高齢者のねたきり者率及び痴呆性老人出現率

ねたきり者率 痴呆性老人出現率

前期高齢者 人口千対 % 

(65~74歳) 6.9 1.9 

後期高齢者

(75歳以上) 35.1 9.5 

(資料)昭和63年「厚生白書」
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資料

く資料6>ねたきり老人、痴呆性老人数の現状及び将来推計

区分 1985年 2000年 2025年

ねたきり老人数 60万人 100万人 140万人

※痴呆性老人数(在宅) 60万人 110万人 160万人

(注)他に病院に12万人、老人ホームに 8万人の痴呆性老人がいる。(1985年)

〈資料7>ねたきり老人数の推移 (単位:万人)

福祉サービス等

65歳以上 ねたきり 老人保健 長期入院

人 口 老人 数 施 設 特別養護 患者数
在宅

老人ホーム

昭和61年度 1，300 60 23 12 25 

平成 2年度 1，500 70程度 5程度 24程度 16程度 25程度

平成 7年度 1，800 85程度 15~17程度 29~31程度 20程度 18~20程度

平成12年度 2，100 100程度 26~30程度 33~37程度 24 1O~14程度

北法420・280)280



平成二年老人福祉法等改正の立法過程

〈資料8>在宅及び施設で寝たきり状態にある老人比率の国際比較 (%) 

日本 デンマーク イギリス スウェ アメリカ

調 査 年
(ホルベツ ーデン

ク市) (全国) (全国) (全国)
1987 1989 

在宅居住者(65歳以上)を100として (1) (2) (3) 

-家にこもりきり (House.bound)

ただし常に寝たきり(Bed.bound)を 4.1 8.0 不明 不明

合む

-常に寝たきり (Bed.bound) 0.6 0.1 0.2 

長期ケア施設入所者 (65歳)以上を (6) (2) (4) (5) 

100として

-ベッド上で体を起こせる(Chair. 25.4 不明 61.8 40目8
bound) 

-常に寝たきり(Bed.bound) 33.8 4.5 4.2 6.5 

長期ケア施設入所率 (65歳以上) 3.7(7) 5.7 不明 6.8 4.6 

(資料) (1)東京都調査 (2)ホルベック市調査(3) General Household Survey (4) 
スウェーデン全施設(5) The National Nursing Home Survey (6)老人の専門
医療を考える会及び東京都調査より推計(7)長期入院者及び特養入所率

〈資料9>寝たきり老人原因疾患

l¥ 
(65歳以上) (65歳以上) (65歳以上) (65歳以上)
厚生行政 東京都 大阪府医 全国民
基礎調査 調査 師会調査 医連調査
(昭和59年) (昭和60年) (昭和60年) (昭和57・59年)

脳卒中 34.1 30.1 30.6 42.2 

骨 折 5.3 本'8.3 6.7 

老 衰 18.0 12.5 7.7 

高血圧 6.0 0213.6 
56.4 

リウマチ 5.3 *'7.2 4.2 

その他 28.5 33.6 34.5 

不 明 4.2 3.8 2.5 4.7 

(注) * 1事故・骨折 *2高血圧動脈硬化 *3リウマチ関節炎
*4リウマチ神経痛 をそれぞれ含む
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(単位:%) 

(65歳以上) (65歳以上)
新潟県 神奈川県
調査 調査
(昭和58年) (昭和61年)

57.8 29.6 

4.6 6.3 

15.9 6.2 

2.1 

6.7 044.3 

13.1 49.6 

1.9 1.9 



資料

〈資料10>総世帯と高齢者世帯数の年次推移

総 世 帯 高齢者世帯

年 次 (LBA) ) ×100 

推計数 指 数 平均世帯 推計数 f旨 数
千世帯(A) 40年==100 人員(人) 千世帯(B) 40年==100 

昭和28年 17，180 66 5.00 431 54 2.5 

30 18，963 73 4.68 425 53 2.2 

35 22，476 87 4.13 500 63 2.2 

40 25，940 100 3.75 799 100 3.1 

45 29，887 115 3.45 1，196 150 4.0 

50 32，877 127 3.35 1，619 203 4.9 

55 35，333 136 3.28 2，424 303 6.9 

60 37，226 144 3.22 3，110 389 8.4 

62 38，064 147 3.19 3，471 434 9.1 

63 39，028 150 3.12 3，731 467 9.6 

平成元年 39，417 152 3.10 4，153 520 10.5 

(資料)厚生省統計情報部、 60年以前は「厚生行政基礎調査」、 61年以降は「国民生活基礎調
査」

(注) 高齢者世帯とは、男65歳以上、女60歳以上の者のみで構成するか、又は、これに18歳
未満の者が加わった世帯をいう。
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く資料11>世帯構造別にみた65才以上の者のいる世帯の構成割合の推移

(単独世帯)

(夫婦のみの世帯)

(夫婦・片親と未婚の子のみ)

(三世代世帯その他の世帯)

54.4 

叶10.7I 16.2 I 10.5 I 50.1 

叶~ 19.1 ~ 45.9 

ω~ 19.0 ~ 43.9 13.2 

日 13.7I 20.0 ~ 41. 7 13.1 

平~I 14.8 I 20.9 ~ 40.7 ~ 
(資料)厚生省統計情報部、 60年以前は「厚生行政基礎調査」、 62年以降は「国民生活基礎調

査」

〈資料12>我が国の子との同居率の推移 (65歳以上)

(資料)昭和32、38年は厚生省統計情報部「高齢者実態調査報告書」
昭和43年は同「高年者実態調査報告J

昭和48、53年は厚生省社会局「老人実態調査」
昭和55年から60年は厚生省統計情報部「厚生行政基礎調査J、昭和61年以降は「国民
生活基礎調査J

〈資料13>子との同居率の国際比較 (65歳以上)

(資料) ・日本については、 「国民生活基礎調査J (昭和61年)
・アメリカ、イギリスについては、国際社会福祉協議会日本国委員会「工業化三国の
老人福祉J (昭和47年)

・デンマーク、スウェーデン、ノルウェーについては、ストドストローム著「スウェ
ーデンの老人ケアの最近の傾向J (昭和61年)

北法42(1・283)283



料

〈
資
料
H
〉
長
寿
社
会
対
策
関
係
閣
僚
会
議
の
設
置
に

資

つ
い
て

(
昭
和
印
年
7
月
お
日
閣
議
決
定
)

1 

我
が
国
に
お
け
る
人
口
の
急
速
な
高
齢
化
に
対
応
す
る
た
め
の
施
策

に
関
し
、
関
係
行
政
機
関
相
互
の
緊
密
な
連
絡
を
確
保
し
そ
の
総
合
的

な
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
内
閣
に
長
寿
社
会
対
策
関
係
閣

僚
会
議
(
以
下
「
会
議
L

と
い
う
。
)
を
設
置
す
る
。

会
議
の
構
成
員
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
構
成
員
以
外

の
国
務
大
臣
も
必
要
に
応
じ
て
会
議
に
出
席
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と

が
で
き
る
。

2 

法
務
大
臣

大
蔵
大
臣

文
部
大
臣

厚
生
大
臣

農
林
水
産
大
臣

通
商
産
業
大
臣

運
輸
大
臣

郵
政
大
臣

労
働
大
臣

建
設
大
臣

自
治
大
臣

北法42(1・284)284

3 

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

総
務
庁
長
官

経
済
企
画
庁
長
官

科
学
技
術
庁
長
官

環
境
庁
長
官

国
土
庁
長
官

内
閣
官
房
長
官

会
議
は
、
内
閣
官
房
長
官
が
主
宰
す
る
。

会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
内
閣
官
房
長
官
が
定
め
る
。

会
議
に
幹
事
を
置
く
。

幹
事
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
で
内
閣
官
房
長
官
の
指
定
し
た
官

職
に
あ
る
も
の
と
す
る
。

4 5 

会
議
の
庶
務
は
、
総
務
庁
及
び
経
済
企
画
庁
の
協
力
を
得
て
内
閣
官

房
に
お
い
て
処
理
す
る
。

老
人
対
策
本
部
の
設
置
に
つ
い
て
(
昭
和
必
年
4
月
日
日
閣
議
決
定
)

は
廃
止
す
る
。

6 



〈
資
料
日
〉
長
寿
社
会
対
策
大
網
に
つ
い
て

(
昭
和
白
年
6
月
6
日
閣
議
決
定
)

1 

幻
世
紀
初
頭
の
本
格
的
な
高
齢
社
会
の
到
来
に
備
え
、
人
生
剖
年
時

代
に
ふ
さ
わ
し
い
経
済
社
会
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
目
指
し
、
政
府
が
推

進
す
べ
き
長
寿
社
会
対
策
の
指
針
と
し
て
、
別
紙
の
と
お
り
長
寿
社
会

対
策
大
網
を
定
め
る
。

基
本
方
針

我
が
固
に
お
け
る
人
口
の
高
齢
化
及
び
長
寿
化
は
、
極
め
て
急
速
に

進
展
し
、
高
度
成
長
期
以
降
の
経
済
社
会
の
変
化
と
あ
い
ま
っ
て
広
範

な
影
響
を
お
よ
ぽ
し
つ
つ
あ
る
。

幻
世
紀
初
頭
の
長
寿
社
会
に
お
い
て
、
長
期
化
し
た
生
涯
を
通
じ
て

国
民
の
活
力
を
発
揮
し
、
経
済
社
会
の
活
力
を
維
持
す
る
と
と
も
に
国

民
生
活
の
安
定
向
上
を
図
る
た
め
に
は
、
人
生
叩
年
時
代
に
形
成
さ
れ

た
既
存
の
諸
制
度
、
諸
慣
行
を
見
直
し
、
人
生
剖
年
時
代
に
ふ
さ
わ
し

い
経
済
社
会
シ
ス
テ
ム
に
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
以
下
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
長
寿
社
会
対
策
を
推
進
し
、

人
生
剖
年
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
経
済
社
会
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
図
る
も

の
と
す
る
。

平成二年老人福祉法等改正の立法過程

第
一
に
、
経
済
社
会
の
活
性
化
を
図
り
、
活
力
あ
る
長
寿
社
会
を
築

ノ¥。
こ
の
た
め
、
個
人
が
生
涯
に
わ
た
り
そ
の
能
力
や
創
造
性
を
発
揮
で

き
る
よ
う
、
高
齢
者
の
就
業
・
社
会
参
加
等
の
活
動
を
促
進
し
、
そ
の

知
識
・
経
験
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
勤
労
世
代
の
時
間
的
な
ゆ
と
り

を
高
め
、
労
働
・
学
習
・
余
暇
に
関
し
多
様
な
選
択
を
行
い
得
る
条
件

の
整
備
を
図
る
。

第
二
に
、
社
会
連
帯
の
精
神
に
立
脚
し
た
地
域
社
会
の
形
成
を
図
り
、

包
容
力
あ
る
長
寿
社
会
を
築
く
。

こ
の
た
め
、
個
人
が
社
会
の
構
成
員
と
し
て
自
立
と
連
帯
を
重
ん
じ
、

高
齢
者
も
社
会
の
重
要
な
構
成
員
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
に
、
安
全
で

住
み
よ
い
居
住
環
境
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
社
会
参
加
活
動
等
を
通

じ
た
地
域
の
相
互
扶
助
機
能
の
活
性
化
、
世
代
聞
の
交
流
等
の
促
進
を

図
る
。第

三
に
、
生
涯
を
通
じ
健
や
か
な
充
実
し
た
生
活
を
過
ご
せ
る
よ
う
、

豊
か
な
長
寿
社
会
を
築
く
。

こ
の
た
め
、
生
涯
生
活
期
間
の
長
期
化
を
踏
ま
え
、
社
会
的
公
正
を

確
保
し
つ
つ
、
生
涯
の
ど
の
段
階
に
お
い
て
も
安
心
し
て
生
活
で
き
る

体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
健
康
で
充
実
し
た
生
活
を
過
ご
せ
る
よ

う
基
礎
的
条
件
の
整
備
を
図
る
。
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料資

2 

以
上
の
基
本
方
針
を
踏
ま
え
、
①
一
雇
用
・
所
得
保
証
シ
ス
テ
ム
、
②

健
康
・
福
祉
シ
ス
テ
ム
、
③
学
習
・
社
会
参
加
シ
ス
テ
ム
及
び
④
住
宅
・

生
活
環
境
シ
ス
テ
ム
に
係
る
長
寿
社
会
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
各
シ
ス
テ
ム
に
共
通
す
る
基
礎
的
条
件
と
し
て
、
物
価

の
安
定
基
調
を
維
持
し
つ
つ
、
創
造
的
技
術
開
発
の
推
進
、
産
業
構
造

の
高
度
化
等
に
よ
り
持
続
的
経
済
成
長
の
達
成
を
図
る
と
と
も
に
、
社

会
資
本
を
整
備
し
、
国
土
の
均
衡
あ
る
発
展
を
図
る
。

雇
用
・
所
得
保
証
シ
ス
テ
ム

(
中
略
)

健
康
・
福
祉
シ
ス
テ
ム

疾
病
を
適
切
に
管
理
し
つ
つ
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
を
重
視
す
る
積

極
的
な
健
康
観
の
下
に
、
生
涯
を
通
じ
て
自
ら
の
健
康
の
保
持
増
進
を

図
り
、
長
寿
を
全
う
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
次
代
を

担
う
児
童
を
心
身
共
に
健
全
に
育
成
し
、
社
会
の
活
力
の
維
持
を
図
る
。

ま
た
、
疾
病
や
心
身
機
能
の
衰
え
に
対
し
て
は
、
日
常
的
な
健
康
管

理
サ
ー
ビ
ス
か
ら
専
門
的
か
つ
高
度
の
サ
ー
ビ
ス
に
至
る
ま
で
、
ニ
ー

ズ
に
応
じ
て
必
要
な
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
サ
ー
ビ
ス
供
給
体
制
を
確
立
し
、
老
後
生
活
の

不
安
の
解
消
を
図
る
。

そ
の
際
、
家
族
の
負
担
の
軽
減
を
図
り
つ
つ
、
可
能
な
限
り
住
み
慣

3 

れ
た
地
域
社
会
で
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

地
域
の
相
互
扶
助
を
促
進
し
つ
つ
、
地
域
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
供
給
体

制
の
体
系
的
な
整
備
を
図
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
が
安
定
的
に
供
給
さ
れ
る
よ
う
サ
ー
ビ

ス
に
要
す
る
費
用
の
適
正
化
及
び
負
担
の
公
平
化
を
図
る
。

さ
ら
に
、
民
間
の
創
意
と
工
夫
を
い
か
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
活
用
し
、

多
様
化
し
か
っ
高
度
化
す
る
ニ

l
ズ
に
対
し
き
め
細
か
な
対
応
を
図
る
o

m
生
涯
を
通
じ
た
健
康
づ
く
り
の
推
進
等

個
人
が
健
康
に
関
す
る
自
己
責
任
の
自
覚
と
認
識
を
深
め
、
生
涯

を
通
じ
て
適
切
な
健
康
づ
く
り
に
取
り
組
む
よ
う
、
普
及
啓
発
に
努

め
る
と
と
も
に
、
地
域
の
自
主
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
壮
年
期
か
ら
の

総
合
的
な
健
康
づ
く
り
対
策
を
計
画
的
に
推
進
す
る
。

ま
た
、
児
童
を
心
身
共
に
健
全
に
育
成
す
る
た
め
、
母
子
保
健
サ
!

ビ
ス
の
充
実
、
健
全
な
育
成
環
境
の
整
備
等
を
推
進
す
る
。

さ
ら
に
、
自
然
資
源
を
活
用
し
た
健
康
。
つ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、

必
要
な
施
設
等
の
整
備
を
推
進
す
る
。

ω
保
健
・
医
療
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

ア
地
域
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス
体
制
の
体
系
的
整
備

多
様
な
医
療
・
介
護
ニ

1
ズ
対
応
し
て
、
効
果
的
か
つ
効
率
的

な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た
め
、
地
域
に
お
け
る
保
健
、
医
療
、
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平成二年老人福祉法等改正の立法過程

イ
福
祉
機
能
の
連
携
を
図
り
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
在
宅
サ
ー
ビ
ス

及
び
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
体
制
の
体
系
的
整
備
を
推
進
す
る
。

在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充

可
能
な
限
り
家
庭
を
中
心
と
し
た
日
常
生
活
の
場
で
必
要
な
医

療
及
び
看
護
・
介
護
が
行
わ
れ
る
よ
う
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
を

図
る
。こ

の
た
め
、
開
業
医
を
中
心
と
し
た
包
括
的
な
健
康
管
理
の
推

進
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
等
社
会
生
活
機
能
の
維
持
増
進
に
重

点
を
置
い
た
医
療
体
系
の
確
立
、
保
健
婦
に
よ
る
訪
問
指
導
等
と

連
携
し
た
在
宅
看
護
の
充
実
等
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
在
宅
保

健
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
る
。

さ
ら
に
、
家
族
の
介
護
負
担
の
軽
減
を
図
り
つ
つ
在
宅
介
護
サ
ー

ビ
ス
の
拡
充
を
図
る
た
め
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
す

る
と
と
も
に
、
特
別
養
護
老
人
ホ

1
ム
等
の
既
存
施
設
を
活
用
し

つ
つ
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
等
の
サ
ー
ビ
ス
の
拡

充
を
図
る
。

ま
た
、
地
域
の
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の

担
い
手
と
し
て
育
成
し
、
そ
の
活
用
を
図
る
ほ
か
、
在
宅
で
の
看

護
・
介
護
を
支
援
す
る
医
療
機
器
及
び
福
祉
機
器
の
開
発
普
及
等

を
促
進
す
る
。

ウ

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

在
宅
で
の
看
護
・
介
護
が
困
難
な
場
合
に
は
、
ニ
ー
ズ
に
応
じ

適
切
な
専
門
的
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
施
設
サ
ー

ビ
ス
の
充
実
を
図
る
。

こ
の
た
め
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
と
生
活
サ
ー
ビ
ス
を
併
せ
て
提
供

す
る
施
設
と
し
て
老
人
保
健
施
設
の
制
度
化
を
行
う
と
と
も
に
、

特
別
養
護
老
人
ホ

1
ム
及
び
老
人
保
健
施
設
の
整
備
を
推
進
す
る
。

ま
た
、
専
門
的
機
能
を
備
え
た
老
人
病
院
の
整
備
、
精
神
科
的

医
療
及
び
保
護
を
必
要
と
す
る
痴
呆
性
老
人
の
た
め
の
老
人
精
神

病
棟
の
整
備
拡
充
等
高
齢
者
の
ニ

1
ズ
に
対
応
し
た
医
療
施
設
の

整
備
を
推
進
す
る
。

な
お
、
ね
た
き
り
老
人
に
対
す
る
介
護
機
能
を
有
す
る
優
良
な

有
料
老
人
ホ

l
ム
の
育
成
を
図
る
。

サ
ー
ビ
ス
の
費
用
負
担
の
適
正
化

医
療
に
係
る
負
担
の
適
正
化

医
療
に
係
る
国
民
の
負
担
を
将
来
に
わ
た
り
適
正
な
水
準
に
維

持
す
る
た
め
、
医
療
費
適
正
化
対
策
を
引
き
続
き
推
進
す
る
と
と

も
に
、
現
行
医
療
保
健
制
度
の
基
本
的
枠
組
み
を
維
持
し
つ
つ
、

給
付
と
負
担
の
公
平
化
を
図
る
。

ま
た
、
老
人
保
健
制
度
の
長
期
的
安
定
を
図
る
た
め
、
老
人
医

北法42(1・287)287
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ア



料資

一
部
負
担
の
適
正
化

(4) 

療
費
拠
出
金
の
加
入
者
按
分
率
の
見
直
し
、

等
を
推
進
す
る
。

イ
介
護
に
係
る
負
担
の
適
正
化

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
所
得
の
知
何
に

か
か
わ
ら
ず
ニ

l
ズ
を
有
す
る
す
べ
て
の
者
を
対
象
と
す
る
施
策

の
一
般
化
に
伴
い
、
受
益
と
負
担
能
力
に
応
じ
、
利
用
者
負
担
の

適
正
化
を
図
る
。

私
的
サ
ー
ビ
ス
の
育
成
・
活
用

国
民
の
ニ

1
ズ
の
多
様
化
・
高
度
化
に
対
応
す
る
た
め
、
シ
ル
パ
ー

サ
ー
ビ
ス
、
私
的
保
健
シ
ス
テ
ム
等
の
私
的
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、

健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
検
討
し
、
そ
の
育
成
及

び
活
用
を
図
る
。

4 

学
習
・
社
会
参
加
シ
ス
テ
ム

(
中
略
)

住
宅
・
生
活
環
境
シ
ス
テ
ム

(
中
略
)

研
究
開
発
の
推
進

(
中
略
)

長
寿
社
会
対
策
の
推
進

長
寿
社
会
対
策
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
す
る
も

5 6 7 

の
と
す
る
。
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①
施
策
の
重
点
化
、
効
率
化
を
図
る
と
と
も
に
、
施
策
相
互
間
の

連
携
を
密
に
し
、
施
策
の
総
合
化
を
図
る
。

②
個
人
の
自
助
努
力
、
家
庭
・
地
域
社
会
の
役
割
を
重
視
す
る
と

と
も
に
、
民
間
活
力
の
活
用
を
図
る
。

③
地
域
の
特
性
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
地
域
の
自
主
性
を
尊
重

す
る
。

長
寿
社
会
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
そ
の
実
施
状
況
を
長

寿
社
会
対
策
関
係
閣
僚
会
議
に
お
い
て
フ
ォ
ロ
ー
-
ア
ッ
プ
す
る
も
の

と
す
る
。

本
大
網
は
、
策
定
後
の
経
済
社
会
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、

必
要
に
応
じ
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

〈
資
料
日
〉
長
寿
・
福
祉
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
施
策

の
基
本
的
考
え
方
と
目
標
に
つ
い
て

昭
和
田
年
目
月
白
日

厚
生
省
・
労
働
省
)

1 

基
本
的
考
え
方い

ま
や
平
均
寿
命
剖
年
と
い
う
世
界
最
長
寿
国
に
な
っ

我
が
国
は
、

た
。
さ
ら
に
幻
世
紀
に
は

4
人
に

1
人
が
臼
歳
以
上
人
口
と
い
う
世
界



で
最
も
高
齢
化
の
進
ん
だ
固
に
な
る
。

こ
の
長
い
生
涯
を
健
康
で
生
き
が
い
と
喜
び
を
も
っ
て
過
ご
す
こ
と

が
で
き
て
は
じ
め
て
人
は
長
寿
を
こ
と
ほ
ぎ
、
高
齢
化
社
会
を
明
る
い
、

活
力
に
満
ち
た
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平成二年老人福祉法等改正の立法過程

こ
の
よ
う
な
長
寿
・
福
祉
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
国
民
の
意

識
や
価
値
観
の
変
革
は
も
と
よ
り
、
経
済
、
社
会
の
シ
ス
テ
ム
全
体
を

人
生
別
年
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
謂
整
、
改
革
を
進
め
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
社
会
保
障
そ
の
他
福
祉
に
関
す
る
施
設
も
今
後
次
の
よ
う

な
基
本
的
考
え
方
に
立
っ
て
こ
れ
を
進
め
る
。

①
高
齢
者
が
保
護
や
援
助
の
対
象
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
豊

富
な
人
生
経
験
や
知
識
、
技
能
を
い
か
し
、
社
会
に
貢
献
で
き
る
一

員
と
し
て
、
社
会
参
加
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
機
会
の
提
供
と
環
境

の
整
備
を
図
る
。

②
'
一
目
立
自
助
の
精
神
と
社
会
連
帯
の
考
え
方
に
立
ち
、
国
民
の
基
礎

的
ニ

1
ズ
に
つ
い
て
は
公
的
施
策
を
も
っ
て
対
応
し
、
国
民
福
祉
の

基
盤
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
多
様
か
つ
高
度
な
ニ

l
ズ
に
つ
い

て
は
個
人
及
び
民
間
の
活
力
の
活
用
を
図
る
。

③
人
口
高
齢
化
の
進
展
等
に
伴
い
、
長
寿
・
福
祉
社
会
を
実
現
す
る

た
め
の
国
民
の
負
担
は
、
長
期
的
に
は
あ
る
程
度
の
上
昇
は
避
け
ら

れ
な
い
が
、
経
済
の
発
展
、
社
会
の
活
力
を
損
な
わ
な
い
程
度
に
と

ど
め
る
。

2 

今
後
の
施
策
の
目
標
と
方
向

積
極
的
な
健
康

a

つ
く
り
と
生
き
が
い
を
も
っ
て
暮
ら
せ
る
地
域
づ

1 
く
り長

い
高
齢
期
を
健
康
に
、
ま
た
、
か
ら
だ
が
不
自
由
に
な
っ
た
場

合
に
も
、
住
み
な
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
な
条
件
と

地
域
環
境
を
整
備
す
る
。
さ
ら
に
、
高
齢
者
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
や

創
作
活
動
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
を

通
じ
て
幅
広
く
社
会
参
加
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

山
適
切
な
食
生
活
、
適
度
な
運
動
、
十
分
な
休
養
が
調
和
し
た
健

康
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
積
極
的
な

健
康
増
進
を
図
る
と
と
も
に
、
壮
年
期
、
高
齢
期
の
そ
れ
ぞ
れ
の

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
、
家
庭
の
婦
人
に
も
配
慮
し
た
健
康
づ

く
り
を
進
め
る
。
ま
た
、
が
ん
、
心
臓
病
、
脳
卒
中
の

3
大
成
人

病
及
び
糖
尿
病
、
腎
不
全
等
の
疾
患
の
予
防
対
策
を
推
進
し
、
ね

た
き
り
や
痴
呆
の
発
生
を
極
力
減
ら
す
。

ω
高
齢
者
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
や
運
動
の
開
発
、
保
養
・
保
健
・

運
動
施
設
の
整
備
、
活
用
等
を
推
進
す
る
。

ω
高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
を
め
ざ
し
、
高
齢
者
の
知
識
や
能

力
を
い
か
し
た
幅
広
い
地
域
活
動
、
社
会
活
動
へ
の
参
加
の
機
会
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料資

2 

を
つ
く
る
。
ま
た
、
青
少
年
か
ら
高
齢
者
ま
で
国
民
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
に
参
加
し
や
す
く
す
る
た
め
の
条
件
整
備
を
行
う
。

凶
高
齢
者
の
特
性
及
び
ニ

l
ズ
に
配
慮
し
た
住
居
や
老
人
ホ

1
ム

を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
身
近
に
健
康
づ
く
り
と
医
療
、
福
祉
面

の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
、
ま
た
、
子
や
孫
と
交
流
し
つ
つ
、
生

き
が
い
を
持
っ
て
生
活
す
る
こ
と
の
で
き
る
街
づ
く
り
を
進
め
る
。

同
民
間
の
健
康
関
連
産
業
の
健
全
な
育
成
を
図
る
。

保
健
、
医
療
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
連
携
と
充
実

ゆ
き
と
ど
い
た
保
健
、
医
療
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
つ
つ
、
高
齢

者
が
可
能
な
限
り
家
庭
や
地
域
の
中
で
生
活
で
き
る
よ
う
、
総
合
的
に

施
策
を
進
め
、
ね
た
き
り
老
人
や
痴
呆
性
老
人
の
介
護
に
当
た
る
家
族

を
支
援
す
る
。
さ
ら
に
、
施
設
へ
の
入
所
が
必
要
な
者
に
つ
い
て
は
、

そ
の
状
態
に
応
じ
、
特
別
養
護
老
人
ホ

1
ム
や
老
人
保
健
施
設
に
入
所

で
き
る
よ
う
に
す
る
。

ω
地
域
に
お
け
る
保
健
、
医
療
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
総
合
的
か
つ
計

画
的
展
開
を
図
る
た
め
、
基
本
的
な
方
針
を
定
め
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス

と
病
院
、
施
設
に
つ
い
て
、
そ
の
体
系
化
及
び
連
携
を
図
る
。
さ
ら

に
、
そ
れ
ら
の
費
用
負
担
を
適
正
か
つ
均
衡
の
と
れ
た
も
の
と
す
る
。

ω
高
齢
者
が
可
能
な
限
り
家
庭
や
地
域
で
生
活
し
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
、
昭
和
百
年
度
を
目
途
に
、
ね
た
き
り
老
人
等
を
短
期

間
保
護
す
る
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
に
つ
い
て
は

5
万
床
程
度
、
高
齢
者

等
の
日
常
生
活
上
の
世
話
を
行
う
家
庭
奉
仕
員
(
ホ

l
ム
へ
ル
パ

l
)

に
つ
い
て
は

5
万
人
程
度
確
保
す
る
こ
と
を
目
標
に
整
備
、
増
員
を

図
る
。
ま
た
、
在
宅
の
高
齢
者
に
対
し
、
昼
間
介
護
、
入
浴
、
給
食
、

日
常
動
作
訓
練
等
各
種
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー
を
将
来
的
に
は
小
規
模
も
含
め

1
万
か
所
程
度
と
す
る
こ
と

を
目
標
に
整
備
を
進
め
る
。
さ
ら
に
、
高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

(
シ
ル
バ
ー
1
1
0
番
)
を
全
都
道
府
県
に
設
置
す
る
ほ
か
、
訪
問
看

護
の
拡
充
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
普
及
等
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
進

め
る
。

ω
在
宅
で
の
介
護
が
困
難
な
者
に
つ
い
て
は
、
施
設
に
お
い
て
適
切

な
サ
ー
ビ
ス
を
受
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
昭
和
百
年
度
を
目
途

に
、
特
別
養
護
老
人
ホ

1
ム
、
老
人
保
健
施
設
あ
わ
せ
て
定
員
約
叩

万
人
分
程
度
の
整
備
を
め
ざ
す
。

ω
今
後
急
増
が
予
想
さ
れ
る
痴
呆
性
老
人
に
つ
い
て
、
調
査
研
究
や

発
生
予
防
対
策
の
推
進
、
介
護
に
当
た
る
家
族
の
支
援
方
策
の
充
実
、

専
門
治
療
病
棟
の
整
備
等
総
合
的
な
対
策
を
推
進
す
る
。

ω
保
健
、
医
療
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
担
う
看
護
婦
、
保
健
婦
、
理
学

療
法
士
、
作
業
療
法
士
、
介
護
福
祉
士
等
専
門
的
な
マ
ン
パ
ワ
ー
に

つ
い
て
は
、
社
会
経
済
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
、
資
質
の
向
上
と
量
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3 

的
確
保
を
図
る
。

削
民
間
の
シ
ル
パ
ー
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
健
全
な
育
成
を
図
る
。

児
童
の
健
全
な
育
成
と
家
庭
の
支
援
対
策
の
強
化

(
中
略
)

4 

障
害
者
の
自
立
と
社
会
参
加
の
促
進

(
中
略
)

5 

良老高
質後齢
で生者
効(活(雇
率中 を 中 用
的 略 経 略 の
な)済)推

医的進
療に
の支
供え
給る
と所
医得
療の
費保
の証
保
障

6 7 

(
中
略
)

8 

長
寿
を
支
え
る
研
究
開
発
の
推
進

(
中
略
)

〈
資
料
口
〉
消
費
税
の
見
直
し
に
関
す
る
基
本
方
針

自
由
民
主
党

平
成
元
年
ロ
月
1
日

第

基
本
的
考
え
方

先
般
の
抜
本
的
な
税
制
改
革
は
、
来
る
べ
き
高
齢
化
社
会
を
展
望
し
、

所
得
、
消
費
、
資
産
等
の
間
で
均
衡
が
と
れ
た
税
体
系
を
確
立
す
る
こ

と
に
よ
り
、
す
べ
て
の
人
々
が
社
会
共
通
の
費
用
を
公
平
に
分
か
ち
合

う
と
と
も
に
、
税
負
担
が
給
与
所
得
に
偏
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
国
民
の

重
税
感
、
不
公
平
感
を
な
く
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

我
が
党
は
、
こ
の
目
的
の
達
成
の
た
め
、
昭
和
白
年
4
月
の
衆
議
院

議
長
裁
定
の
趣
旨
を
体
し
税
制
全
般
に
わ
た
り
抜
本
的
な
見
直
し
を
行

い
、
昭
和
田
年
6
月
に
「
税
制
の
抜
本
改
革
大
綱
」
を
決
定
し
た
。

そ
の
基
本
的
考
え
方
に
立
っ
て
同
年
7
月
国
会
に
提
出
さ
れ
た
税
制

改
革
関
連
法
案
は
、
議
会
政
治
の
原
則
を
無
視
し
た
野
党
の
審
議
拒
否

に
遭
い
な
が
ら
も
同
年
ロ
月
末
に
成
立
を
み
た
。

こ
の
税
制
改
革
の
一
環
と
し
て
創
設
さ
れ
た
消
費
税
は
、
税
負
担
の

公
平
や
我
が
国
の
現
況
及
び
将
来
展
望
か
ら
み
て
極
め
て
大
き
な
意
義

を
持
つ
税
制
で
あ
り
、
我
が
党
は
政
府
と
一
体
と
な
っ
て
、
そ
の
円
滑

な
導
入
及
び
定
着
の
た
め
に
各
般
の
努
力
を
傾
注
し
て
き
た
。

消
費
税
の
実
施
状
況
を
現
在
ま
で
の
デ

l
タ
に
基
づ
い
て
分
析
す
る

と
、
導
入
前
に
懸
念
さ
れ
た
税
の
転
嫁
の
状
況
、
物
価
の
状
況
、
消
費

動
向
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
種
の
税
が
導
入
さ
れ
て
い
る
世
界
各
国
の

例
と
比
較
し
て
も
極
め
て
良
好
な
推
移
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
間
の
国

民
各
位
の
適
格
な
対
応
と
協
力
に
対
し
改
め
て
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ

る
も
の
で
あ
る
。
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料

し
か
し
、
何
と
言
っ
て
も
消
費
税
は
新
し
い
税
制
で
あ
り
、
国
民
の

中
に
は
未
だ
に
煩
わ
し
き
を
感
じ
て
い
る
方
も
多
く
、
制
度
の
内
容
に

つ
い
て
の
意
見
も
種
々
存
在
す
る
。
ま
た
、
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
導

入
後
そ
の
定
着
状
況
等
を
勘
案
し
つ
つ
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
、
税
制

改
革
関
連
法
案
に
関
す
る
与
野
党
協
議
に
基
づ
き
、
税
制
改
革
法
の
修

正
に
よ
り
法
定
さ
れ
て
い
る
。
我
が
党
は
こ
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
先
の

参
議
院
選
挙
に
お
け
る
国
民
の
厳
し
い
批
判
を
謙
虚
に
受
け
止
め
た
う

え
で
、
国
民
各
層
の
声
を
幅
広
く
吸
収
し
、
消
費
税
の
実
施
状
況
の
実

態
等
を
把
握
し
な
が
ら
、
消
費
者
の
立
場
を
十
分
考
慮
し
た
思
い
切
っ

た
見
直
し
に
向
け
て
鋭
意
検
討
を
重
ね
て
き
た
。

消
費
税
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
に
対
す
る
先
般
の
税
制
改

革
の
趣
旨
の
説
明
の
問
題
、
こ
の
税
の
持
つ
所
得
に
対
す
る
逆
進
性
や

社
会
政
策
的
配
慮
の
問
題
、
納
税
義
務
者
と
な
る
中
小
零
細
事
業
者
の

納
税
事
務
負
担
へ
の
配
慮
の
あ
り
方
の
問
題
、
税
の
転
嫁
に
際
し
て
の

価
格
表
示
の
問
題
、
消
費
税
収
の
使
途
の
問
題
等
国
民
各
層
の
様
々
な

指
摘
を
総
て
検
討
の
対
象
と
し
、
こ
の
税
の
趣
旨
、
制
度
の
内
容
等
に

つ
い
て
、
更
に
一
層
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
各
般
の
措
置
を
講

ず
る
こ
と
と
し
た
。

資

な
お
、
先
般
の
税
制
改
革
に
お
い
て
は
、
所
得
税
、
法
人
税
、
相
続

税
の
分
野
に
お
い
て
、
不
公
平
是
正
を
目
的
と
し
て
、
株
式
の
キ
ャ
ピ

タ
ル
・
ゲ
イ
ン
の
原
則
課
税
、
社
会
保
健
診
療
報
酬
課
税
の
特
例
の
見

直
し
、
み
な
し
法
人
課
税
の
適
正
化
、
法
人
の
土
地
取
得
に
係
る
負
債

の
利
子
の
損
金
不
算
入
、
相
続
前
3
年
以
内
に
取
得
し
た
土
地
等
の
特

例
な
ど
広
く
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。
そ
も
そ
も
消
費
税
の
導
入
自
体
も
、

極
端
に
所
得
に
偏
っ
た
税
負
担
の
是
正
や
個
別
間
接
税
制
度
の
不
合
理

な
負
担
の
求
め
方
へ
の
反
省
な
ど
、
不
公
平
是
正
を
そ
の
目
的
の
一
つ

と
し
て
い
た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
今
日
な
お
国
民
の
不
公
平
感
は
十
分
に
は
癒
さ
れ

て
い
な
い
。
特
に
、
地
価
の
高
騰
に
伴
う
資
産
格
差
の
拡
大
か
ら
生
ず

る
不
公
平
感
ゃ
、
給
与
所
得
と
そ
の
他
の
所
得
の
聞
に
見
ら
れ
る
不
均

衡
感
の
除
去
に
つ
い
て
は
、
今
後
と
も
積
極
的
に
対
応
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
努
力
を
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
は
新
税
制

に
対
す
る
国
民
の
理
解
を
求
め
る
た
め
に
も
不
可
欠
で
あ
り
、
引
き
続

き
審
議
す
る
平
成
2
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
も
で
き
る
限
り
そ
の
実

現
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

第
2

具
体
的
内
容

逆
進
性
の
緩
和
及
び
社
会
政
策
的
配
慮
の
実
態

(
中
略
)

1 2 

消
費
者
の
立
場
か
ら
指
摘
さ
れ
た
制
度
上
の
問
題
点
の
是
正

(
中
略
)
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3 

消
費
者
の
利
便
等
に
資
す
る
措
置
の
実
施

(
中
略
)

消
費
税
の
使
途
の
明
確
化

今
回
の
消
費
税
の
見
直
し
に
伴
い
、
平
成
2
年
度
以
降
、
消
費
税

収
(
国
分
)
を
優
先
し
て
国
民
福
祉
の
た
め
の
経
費
に
充
て
る
旨
の

趣
旨
規
定
を
定
め
る
。

高
齢
化
に
対
応
し
た
公
共
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

消
費
税
導
入
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
高
齢
化
に
対
応
し
て
す
べ
て
の

国
民
が
安
心
し
て
そ
の
老
後
を
送
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
施
策
の

充
実
を
図
る
と
の
観
点
に
立
っ
て
、
今
世
紀
中
に
緊
急
に
実
施
す
る

必
要
の
あ
る
次
の
公
共
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
高
齢
者
保
健
福

祉
推
進
十
か
年
戦
略
と
し
て
目
標
を
定
め
、
強
力
に
そ
の
対
策
を
推

進
す
る
こ
と
と
す
る
。

ω
高
齢
者
の
ね
た
き
り
状
態
を
防
止
す
る
た
め
の
施
策
の
充
実

ω
ホ

1
ム
ヘ
ル
パ

l
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
の

在
宅
三
本
柱
を
中
心
と
す
る
在
宅
福
祉
対
策
の
一
層
の
充
実

ω
高
齢
者
の
た
め
の
施
策
の
緊
急
整
備

凶
在
宅
福
祉
等
充
実
の
た
め
の
基
金
の
恒
久
化
、
高
齢
者
の
生
き

が
い
対
策
、
総
合
的
な
長
寿
科
学
研
究
の
推
進
等

mw
十
か
年
の
具
体
的
整
備
目
標
を
設
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ

4 5 

れ
ら
十
か
年
の
総
事
業
費
に
つ
い
て

5
兆
円
を
上
回
る
規
模
を
確

保
す
る
こ
と
。

(
以
下
略
)

〈
資
料
凶
〉
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
十
か
年
戦
略

(
平
成
十
一
年
度
ま
で
の
十
か
年
の
目
標
)

我
が
国
は
、
い
ま
や
平
均
寿
命
八
十
年
と
い
う
世
界
最
長
寿
国
に
な
り
、

二
十
一
世
紀
に
は
国
民
の
約
四
人
に
一
人
が
六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
化
社

会
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
高
齢
化
社
会
を
国
民
が
健
康
で
生
き
が
い
を

も
ち
安
心
し
て
生
涯
を
過
ご
せ
る
よ
う
な
明
る
い
活
力
の
あ
る
長
寿
・
福

祉
社
会
と
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
消
費
税
導
入
の
趣
旨
を

踏
ま
え
、
高
齢
者
の
保
健
福
祉
の
分
野
に
お
け
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
基
盤

整
備
を
進
め
る
こ
と
と
し
、
在
宅
福
祉
、
施
設
福
祉
等
の
事
業
に
つ
い
て
、

今
世
紀
中
に
実
現
を
図
る
べ
き
十
か
年
の
目
標
を
揚
げ
、
こ
れ
ら
の
事
業

の
強
力
な
推
進
を
図
る
こ
と
と
す
る
。
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て
市
町
村
に
お
け
る
在
宅
福
祉
対
策
の
緊
急
整
備

|
|
在
宅
福
祉
推
進
十
か
年
事
業

十
万
人

(
一
)
ホ

l
ム
へ
ル
パ

l



料資

(
ニ
)
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

(
三
)
デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

五
万
床

一
万
か
所

一
万
か
所

(
四
)
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

(
五
)
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
及
び
在

一、

宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
全
市
町
村
に
普
及
さ
せ
る
。

(
六
)
在
宅
福
祉
事
業
の
実
施
主
体
(
財
団
法
人
た
る
公
社
等
)

を
全
市
町
村
に
普
及
さ
せ
る
。

(
七
)
「
住
み
よ
い
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
事
業
」
を
推
進
す
る
(
人

口
五
万
人
未
満
の
市
町
村
を
も
対
象
)
。

「
ね
た
き
り
老
人
ゼ
ロ
作
戦
」
の
展
開

(
こ
地
域
に
お
い
て
機
能
訓
練
を
受
け
や
す
く
す
る
た
め
の
体

制
の
整
備
を
図
り
、
希
望
す
る
者
誰
も
が
機
能
訓
練
を
受
け

ら
れ
る
よ
う
に
す
る
。

(
二
)
全
国
民
を
対
象
と
す
る
脳
卒
中
情
報
シ
ス
テ
ム
を
整
備
す

マ
色
。

(
三
)
介
護
を
支
え
る
要
員
を
確
保
す
る
。

ホ
ー
ム
へ
ル
パ
!
の
増
員
と
あ
わ
せ
、
在
宅
介
護
支
援
セ

ン
タ
ー
に
お
け
る
保
健
婦
・
看
護
婦
の
要
員
等
を
計
画
的
に

配
置
す
る
。

-
在
宅
介
護
指
導
員
(
保
健
婦
・
看
護
婦
等
)

二
万
人

・
在
宅
介
護
相
談
協
力
員
(
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
)

北法42(1・294)294

八
万
人

(
四
)
脳
卒
中
、
骨
折
等
の
予
防
の
た
め
の
健
康
教
育
等
の
充
実

を
図
る
。

三
、
在
宅
福
祉
等
充
実
の
た
め
の
「
長
寿
社
会
福
祉
基
金
」
の
設
置

(
二
在
宅
福
祉
事
業
等
の
振
興
を
図
る
た
め
、
七
百
億
円
の
基

金
を
設
置
す
る
。

会
己
基
金
は
、
主
と
し
て
次
の
事
業
を
行
う
。

(
ア
)
在
宅
福
祉
・
在
宅
医
療
事
業
の
支
援

(
イ
)
高
齢
者
の
生
き
が
い
・
健
康
対
策
の
推
進

四
、
施
設
の
緊
急
整
備
|
|
施
設
対
策
推
進
十
か
年
事
業

(
二
特
別
養
護
老
人
ホ

l
ム

二

十

四

万

床

合

乙

老

人

保

健

施

設

二

十

八

万

床

(

三

)

ケ

ア

ハ

ウ

ス

十

万

人

(
四
)
過
疎
高
齢
者
生
活
福
祉
セ
ン
タ
ー
四
百
か
所

五
、
高
齢
者
の
生
き
が
い
対
策
の
推
進



を)に

推「設「
進 高 置 明
す齢 する
る 者る い
。の。長

生 寿
き社
が会
いづ
とく
健り
康推
づ 主位

く麗
立構
-I'tヒ L

進 を
主全
ア却I

L主遥
宇}存

茅県

( 

) 

六
、
長
寿
科
学
研
究
推
進
十
か
年
事
業

(
二
研
究
基
盤
充
実
の
た
め
の
国
立
長
寿
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー

を
設
置
す
る
と
と
も
に
長
寿
科
学
研
究
を
支
援
す
る
財
団
を

平成二年老人福祉法等改正の立法過程

設
立
す
る
。

(
二
)
基
礎
分
野
か
ら
予
防
法
・
治
療
法
の
開
発
、
看
護
・
介
護

分
野
、
更
に
社
会
科
学
分
野
ま
で
の
総
合
的
な
長
寿
科
学
に

関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
を
実
施
す
る
。

(
三
)
こ
れ
ら
に
あ
わ
せ
て
、
将
来
の
高
齢
化
社
会
を
担
う
児
童

が
健
や
か
に
生
ま
れ
、
育
つ
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
こ
と

と
し
、
と
り
わ
け
、
生
涯
の
健
康
の
基
礎
と
な
る
母
子
保
健

医
療
対
策
の
一
一
層
の
充
実
に
つ
い
て
中
長
期
的
視
野
に
立
っ

て
検
討
す
る
。

七
、
高
齢
者
の
た
め
の
総
合
的
な
福
祉
施
設
の
整
備

(
二
民
間
事
業
者
に
よ
る
老
後
の
保
健
及
び
福
祉
の
た
め
の
総

合
的
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
(
寸
ふ
る
さ
と
二
十
一
健
康

長
寿
の
ま
ち
づ
く
り
事
業
」
)
。

(
二
)
公
的
事
業
主
体
に
よ
る
高
齢
者
の
生
活
、
介
護
、
健
康
づ

く
り
及
び
生
き
が
い
活
動
を
目
的
と
し
た
総
合
的
施
設
の
整

備
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
国
立
病
院
・
療
養
所
の
再
編
成

に
伴
う
跡
地
等
の
活
用
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。

以
上
の
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
が
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
自
主

的
に
実
施
す
る
高
齢
者
保
健
福
祉
施
策
を
支
援
す
る
。
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資料

〈資料19>高齢者保健福祉推進十か年戦略の状況

「長寿・福祉社会を 公明党が主張して自 「高齢者保健福祉推

実現するための施策 民党が「基本的にそ 進十か年戦略」に

項 目
平成 平成 の基本的考え方と目 の方向で実施する」 よる整備目標

元年度 2年度 標について」 と回答したもの
(福祉ビジョン}

(昭和63年10月25日) (昭和63年11月初日) (平成元年12月)

[在宅福祉対策
( +4，300) ( +4，500) 平成12年度を目途に、 平成3年度 平成11年度までに、

の緊急整備]
ホームヘノレパー

31，405人 35，905人 50，000人 50，000人 100，000人

ショートスティ
( +1，900) ( +3，400) 平成12年度を目途に、 平成3年度 平成11年度までに、
4，274床 7，674床 50，000床 10，000床 50，000床

デイ・サーピ (+ 450) (十 700)
将来的には小規模も

平成3年度
平成11年度までに

スセンター 1，080か所 1，780か所 合め
2，500か所

小規模も含め

10，000か所 10，000か所

在宅介護支援 (自IJ 設) 平成11年度までに
センター 300か所 10，000か所

[施設の緊急整 (+8，000床) (+10，ω0床)
平成11年度までに、

備]特別養護 元年度末
老人ホーム 162，019床 172，019床 平成12年度を目途に、 240，000床

あわせて
(+ 12，000床)( +20，000床) 500，000床

平成11年度までに、
老人保健施設 元年度末

27，811床 47，811床
28日，000床

(創設) (十1，500人)
平成11年度までに、

ケアハウス 元年度末
200人 1，700人

100，000人

過疎高齢者生活
(創設) 平成11年度までに、

福祉センター
(仮称)

40か所 400か所
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〈資料20>在宅介護支援体制

市町村

(サービス調整チーム)

特
別
養
護
老
人
ホ

1
ム

老
人
保
健
施
設
病
院
等
に

併
設
二
四
時
間
対
応
可
能

器

一
機

ペ

護
一
引

介

展

調

整

在宅介護支援センター

ソーシャノレワーカー(又は保健婦)及び看護婦

(又は介護福祉士)を配置

保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
供
給

相

北法42(1・297)297

在宅介護相談協力員

民{主

談



料資

〈
資
料
幻
〉
今
後
の
社
会
福
祉
の
あ
り
方
に
つ
い
て

見
具
申
)

(意

平
成
元
年
三
月
三
十
日

厚
生
大
臣

小
泉
純
一
郎

殿
中
央
社
会
福
祉
審
議
会
企
画
分
科
会

身
体
障
害
者
福
祉
審
議
会
企
画
分
科
会

及
び
中
央
児
童
福
祉
審
議
会
企
画
部
会

小
委
員
会
報
告

(
福
祉
関
係
三
審
議
会
合
同
企
画
分
科
会
)

座
長
山
田
雄
三

本
合
同
企
画
分
科
会
は
、
社
会
福
祉
制
度
の
中
長
期
的
な
見
直
し
を
進

め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
度
、
本
分
科
会
に
設
置
し
た
企
画
小

委
員
会
よ
り
、
今
後
の
社
会
福
祉
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
別
紙
の
と
お
り

報
告
が
行
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
分
科
会
に
お
い
て
も
、
そ
の
内
容

に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
と
こ
ろ
適
当
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
分
科
会

の
意
見
と
し
て
具
申
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
別
紙
)

は
じ
め
に

企
画
小
委
員
会
報
告

1 

昭
和
二

0
年
代
に
そ
の
骨
格
が
形
成
さ
れ
た
現
在
の
社
会
福
祉
制
度
を

取
り
巻
く
環
境
は
、
高
齢
化
、
国
民
意
識
の
多
様
化
・
個
性
化
、
家
族
形

態
の
変
化
、
所
得
水
準
の
向
上
等
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
そ
の
後
大
き
く

変
化
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
、
こ
れ
に
的
確
に
対
応
し
た
人
生

八

O
年
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
社
会
福
祉
の
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
は
急
務

で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
福
祉
関
係
三
審
議
会
合
同
企
画
分
科
会
に
お
い
て

昭
和
六
十
一
年
一
月
以
来
社
会
福
祉
全
般
に
わ
た
っ
て
中
長
期
的
視
点
に

立
っ
た
見
直
し
を
行
っ
て
き
た
。
こ
の
間
、
こ
の
様
な
全
体
的
な
見
直
し

作
業
と
平
行
し
て
、
当
面
、
緊
急
に
対
応
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
は
そ
の

都
度
意
見
具
申
等
に
よ
り
、
と
る
べ
き
方
策
に
つ
い
て
提
言
を
行
い
、
こ

れ
に
基
づ
い
て
逐
次
所
要
の
制
度
改
正
が
具
体
的
に
図
ら
れ
て
き
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ω
ま
ず
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
二
十
日
(
第
二
回
分
科
会
)
に
は
、

「
社
会
福
祉
施
設
へ
の
入
所
措
置
事
務
等
の
団
体
委
任
事
務
化
に
つ
い

て
」
の
審
議
を
行
い
、
こ
の
審
議
結
果
に
沿
っ
た
内
容
で
「
地
方
公
共

団
体
の
執
行
機
関
が
国
の
機
関
と
し
て
行
う
事
務
の
整
理
及
び
合
理
化

に
関
す
る
法
律
」
(
昭
和
六
十
一
年
十
二
月
二
十
六
日
法
律
第
一

O
九

号
)
が
成
立
し
、

ω
次
に
昭
和
六
十
二
年
三
月
二
十
三
日
(
第
十
一
回
分
科
会
)
に
は
、
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「
福
祉
関
係
者
の
資
格
制
度
に
つ
い
て
」
の
意
見
具
申
を
行
い
、
こ
れ
に

基
づ
い
て
我
が
国
の
社
会
福
祉
分
野
に
お
け
る
初
め
て
の
国
家
資
格
制

度
と
し
て
の
「
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
」
(
昭
和
六
十
二
年

五
月
二
十
六
日
法
律
第
二
一

O
号
)
が
成
立
し
、

ω
さ
ら
に
、
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
七
日
(
第
十
二
回
分
科
会
)
に
は
、

「
今
後
の
シ
ル
パ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
に
つ
い
て
L

及
び
「
社
会
福
祉

施
設
(
入
所
施
設
)
に
お
け
る
費
用
徴
収
基
準
の
当
面
の
あ
り
方
に
つ

い
て
し
の
意
見
具
申
を
行
い
、
こ
れ
を
受
け
前
者
に
つ
い
て
は
有
料
老

人
ホ

i
ム
等
民
間
事
業
者
に
よ
る
シ
ル
パ
ー
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
融
資

制
度
の
創
設
を
内
容
と
す
る
「
社
会
福
祉
・
医
療
事
業
団
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
L

(

昭
和
六
十
三
年
五
月
十
七
日
法
律
第
三
六
号
)
が

成
立
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
意
見
具
申
の
内
容
に
沿
っ
て
費
用
徴
収
基

準
が
改
定
さ
れ
、
昭
和
六
十
三
年
七
月
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

そ
の
後
、
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
も
鋭
意
検
討
を
進
め
た
結
果
、

中
長
期
的
視
点
に
立
っ
た
今
後
の
社
会
福
祉
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
基

本
的
方
向
を
、
こ
れ
ま
で
の
三
年
間
の
審
議
全
体
の
集
約
と
し
て
次
の

と
お
り
ま
と
め
た
の
で
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
意
見
に
基
づ
き
、
社
会
福
祉
事
業
法
等
関
係
法
律
の
改
正
を
含
め

所
要
の
検
討
が
速
や
か
に
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

2 

社
会
福
祉
の
あ
り
方

社
会
福
祉
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化

急
激
な
高
齢
化
の
進
行
、
技
術
革
新
と
情
報
化
の
急
速
な
展
開
、
国

際
化
の
進
展
等
に
よ
り
、
国
民
の
生
活
を
取
り
巻
く
社
会
・
経
済
・
文

化
的
状
況
は
大
き
く
変
化
し
て
き
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
急
激
な
高
齢

化
、
平
均
寿
命
の
伸
長
は
社
会
保
障
制
度
の
改
革
に
対
し
て
多
大
な
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

所
得
保
障
、
医
療
保
障
等
の
分
野
に
お
い
て
は
、
基
礎
年
金
の
創
設
、

医
療
保
険
制
度
の
改
革
、
老
人
保
健
法
の
制
定
を
は
じ
め
、
二
十
一
世

紀
の
長
寿
・
福
祉
社
会
の
構
築
に
向
け
て
の
一
連
の
制
度
改
革
が
行
わ

れ
て
き
て
い
る
。

(1) 

一
方
、
国
民
の
福
祉
に
対
す
る
要
望
を
満
た
し
、
そ
の
生
活
の
安
定

を
実
現
す
る
う
え
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る

社
会
福
祉
分
野
に
お
い
て
も
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
児
童
等
に
係
わ
る

各
分
野
そ
れ
ぞ
れ
で
新
た
な
福
祉
需
要
等
に
柔
軟
に
対
応
す
べ
く
、
在

宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
、
障
害
者
対
策
に
関
す
る
長
期
計
画
に
基
づ

く
各
種
施
策
の
推
進
、
保
育
需
要
の
多
様
化
に
対
応
し
た
保
育
対
策
の

充
実
等
新
規
施
策
の
導
入
を
含
め
各
種
の
施
策
が
逐
次
拡
充
整
備
さ
れ

て
き
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
福
祉
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
面
す
る
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課
題
に
柔
軟
に
対
応
す
る
だ
け
で
な
く
、
来
る
べ
き
新
時
代
を
展
望
し

た
基
本
指
針
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
年
金
・

医
療
制
度
の
一
連
の
制
度
改
革
が
進
み
つ
つ
あ
る
現
段
階
に
お
い
て
、

こ
の
要
請
は
一
一
層
高
ま
っ
て
き
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
戦
後
四

O
年
を
経
た
今
日
、
国
民
の
生
活
様
式
は
「
人
生
五

O
年
型
」
か
ら
「
人
生
八

O
年
型
」
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
り
、
そ
の
価

値
観
も
多
様
化
し
個
性
化
し
て
き
で
い
る
。
さ
ら
に
、
所
得
水
準
の
向

上
、
年
金
・
医
療
制
度
の
充
実
に
よ
り
全
体
と
し
て
国
民
の
生
活
水
準

は
向
上
す
る
と
と
も
に
平
準
化
し
、
ま
た
、
週
休
二
日
制
の
普
及
等
に

よ
り
自
由
時
間
も
増
大
し
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
反
映
し

て
、
生
活
の
質
や
精
神
的
な
豊
か
さ
を
求
め
る
国
民
の
志
向
が
強
く
な
っ

て
き
て
い
る
。

他
方
、
都
市
化
、
過
疎
化
等
に
よ
り
近
隣
関
係
を
含
む
地
域
社
会
の

旧
来
も
っ
て
い
た
福
祉
的
機
能
は
脆
弱
化
し
、
ま
た
、
核
家
族
化
の
進

行
、
就
労
を
は
じ
め
と
す
る
女
性
の
社
会
進
出
の
拡
大
、
同
居
率
の
低

下
、
扶
養
意
識
の
変
化
等
に
よ
り
、
従
来
家
庭
の
も
っ
て
い
た
福
祉
的

機
能
も
低
下
し
て
き
て
い
る
。

ω
社
会
福
祉
の
新
た
な
展
開
を
図
る
た
め
の
基
本
的
考
え
方

国
民
の
福
祉
需
要
は
多
様
化
、
高
度
化
し
つ
つ
増
大
し
て
き
て
お
り
、

二
十
一
世
紀
の
超
高
齢
社
会
を
目
前
に
ひ
か
え
た
現
在
、
こ
の
よ
う
な

資

変
化
に
対
応
し
つ
つ
社
会
福
祉
の
新
た
な
展
開
を
図
る
こ
と
は
、
社
会

福
祉
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
の
中
で
、
重
要
か
つ
喫
緊
な
政
策
的
課

題
で
あ
る
。
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国
民
の
福
祉
需
要
に
的
確
に
応
え
、
人
生
八

O
年
時
代
に
ふ
さ
わ
し

い
長
寿
・
福
祉
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
一
一
層

の
質
的
量
的
拡
充
を
図
る
と
と
も
に
、
ノ

l
マ
ラ
イ
ゼ

l
シ
ョ
ン
の
理

念
の
浸
透
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
一
般
化
・
普
遍
化
・
施
策
の
総
合
化
・

体
系
化
の
促
進
、
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
選
択
の
幅
の
拡
大
等
の
観
点
に

留
意
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
な
基
本
的
考
え
方
に
沿
っ
て
、
新
た
な
社
会

福
祉
の
展
開
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

①
市
町
村
の
役
割
重
視

社
会
福
祉
の
運
営
、
実
施
に
つ
い
て
は
、
専
門
性
、
広
域
性
、
効

率
性
等
の
観
点
に
つ
い
て
十
分
配
慮
し
つ
つ
、
住
民
に
も
っ
と
も
密

着
し
た
基
礎
的
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
市
町
村
を
そ
の
主
体
と
す
る

こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
園
、
都
道
府
県
、
市
町
村

の
役
割
分
担
を
明
確
に
し
、
連
携
を
密
に
す
る
と
と
も
に
、
計
画
的

な
行
政
を
一
層
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

②
在
宅
福
祉
の
充
実

施
設
福
祉
の
拡
充
整
備
を
図
り
つ
つ
、
高
齢
者
や
障
害
者
等
に
住

み
な
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
て
い
り
る
よ
う
な
在
宅
福
祉
を
一
一
層
進
め
、



地
域
福
祉
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
ホ
ー

ム
ヘ
ル
パ

1
の
派
遣
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
は
じ

め
と
す
る
各
種
の
在
宅
福
祉
施
策
の
一
層
の
拡
大
と
そ
の
充
実
を
図

る
こ
と
が
と
り
わ
け
必
要
と
な
る
。

そ
の
際
、
地
域
に
お
け
る
在
宅
福
祉
の
推
進
を
図
る
う
え
で
、
社

会
福
祉
協
議
会
の
本
来
の
機
能
が
一
一
層
発
揮
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す

る
と
と
も
に
、
専
門
的
機
能
を
有
す
る
最
大
の
社
会
福
祉
資
源
で
あ

る
各
種
の
社
会
福
祉
施
設
の
活
用
を
図
り
つ
つ
施
策
を
展
開
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。

③ 
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民
間
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
健
全
育
成

今
後
ま
す
ま
す
増
大
、
多
様
化
す
る
国
民
の
福
祉
需
要
に
対
応
し

て
い
く
た
め
、
公
的
福
祉
施
策
の
一
層
の
拡
充
を
図
る
と
と
も
に
、

有
料
老
人
ホ

1
ム
と
い
っ
た
民
間
シ
ル
パ
ー
サ
ー
ビ
ス
に
代
表
さ
れ

る
民
間
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
そ
の
利
用
者
が
高
齢
者
や
障

害
者
等
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
利
用
者
保
護
の
観
点
に
十
分
配
慮
し

つ
つ
健
全
育
成
策
を
積
極
的
に
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
。

④
福
祉
と
保
健
・
医
療
の
連
携
強
化
・
総
合
化

長
寿
・
福
祉
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
福
祉
と
保
健
・
医
療
と
の

連
携
を
よ
り
一
層
強
化
す
る
と
と
も
に
、
サ
ー
ビ
ス
の
総
合
化
を
推

進
す
る
こ
と
が
、
高
齢
者
を
は
じ
め
と
す
る
国
民
の
福
祉
需
要
の
充

足
を
図
る
う
え
で
ま
す
ま
す
重
要
で
あ
り
、
地
域
社
会
に
お
け
る
総

合
的
な
福
祉
・
保
健
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
体
系
の
確
立
を
目
指
す
必
要

が
あ
る
。

⑤ 

福
祉
の
担
い
手
の
養
成
と
確
保

福
祉
を
実
際
に
担
う
人
々
の
質
的
量
的
両
面
に
わ
た
る
拡
充
整
備

を
図
る
こ
と
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
高
度
な

専
門
的
知
識
・
技
術
を
備
え
た
福
祉
専
門
職
か
ら
福
祉
を
支
え
る
一

般
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ま
で
多
様
な
重
層
的
構
成
を
と
る
こ
と
が
、
総

合
的
・
体
系
的
サ
ー
ビ
ス
を
国
民
に
提
供
す
る
う
え
で
必
要
で
あ
る
。

こ
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
性
や
資
質
を
備
え
た
福
祉
を
担
う

人
々
を
養
成
、
確
保
す
る
と
と
も
に
、
現
任
訓
練
や
研
修
制
度
の
体

系
化
を
図
り
、
そ
の
よ
り
一
層
の
質
的
向
上
と
量
的
確
保
を
図
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
、
国
際
社
会
へ
の
貢
献
と
い
う
観
点
か
ら
、

諸
外
国
か
ら
の
研
修
性
の
受
入
れ
等
に
つ
い
て
も
引
き
続
き
配
慮
す

る
必
要
が
あ
る
。

⑥
サ
ー
ビ
ス
の
総
合
化
・
効
率
化
を
推
進
す
る
た
め
の
福
祉
情
報
提

供
体
制
の
整
備

今
後
ま
す
ま
す
急
速
に
進
む
で
あ
ろ
う
情
報
化
の
流
れ
の
中
で
、

福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
か
ら
の
相
談
等
に
迅
速
、
的
確
に
対
応
す
る

こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
利
便
性
の
確
保
、
向
上
を
図
る
と
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と
も
に
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
福
祉
・
保
健
・
医
療
各
種
施
策
の

総
合
的
、
効
率
的
運
用
を
実
現
す
る
た
め
、
相
談
機
能
の
強
化
を
中

心
に
福
祉
情
報
提
供
体
制
を
幅
広
く
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

社
会
福
祉
見
直
し
の
具
体
的
方
策

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
福
祉
を
め
ぐ
る
環
境
は
大
き
く
変
化
し
、

こ
れ
に
対
応
し
た
来
る
べ
き
二
十
一
世
紀
に
ふ
さ
わ
し
い
長
寿
・
福
祉

社
会
の
構
築
は
我
々
に
課
さ
れ
た
大
き
な
使
命
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め

の
準
備
期
間
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
時
間
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。

こ
の
様
な
状
況
認
識
の
下
に
、
こ
れ
ま
で
の
三
年
間
の
議
論
の
積
み
重

ね
の
中
で
、
当
面
緊
急
に
対
応
す
べ
き
も
の
と
し
て
行
っ
た
い
く
つ
い

か
の
意
見
具
申
も
含
め
、
こ
れ
ま
で
の
審
議
の
集
約
と
し
て
、
先
に
述

べ
た
基
本
的
考
え
方
に
沿
っ
て
社
会
福
祉
全
般
に
つ
い
て
の
見
直
し
の

方
策
を
具
体
的
に
述
べ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

山
社
会
福
祉
事
業
の
範
囲
の
見
直
し

①
現
行
の
社
会
福
祉
事
業
法
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
個
人
の

人
格
の
尊
重
の
観
点
か
ら
対
象
に
及
ぽ
す
影
響
が
大
き
く
、
事
業
経

営
に
つ
い
て
公
的
な
規
制
を
行
う
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
、
対
象
へ
の
影
響
の
軽
重
に
よ
り
第
一
種
又
は
第
二
種
の
社

会
福
祉
事
業
と
し
て
位
置
付
け
、
事
業
経
営
主
体
の
制
限
、
事
業
開

始
に
当
た
っ
て
の
届
出
及
び
事
業
の
停
止
命
令
等
の
規
制
を
課
し
て

資

3 

一
方
、
社
会
福
祉
事
業
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
も
の
に
つ

い
て
は
公
的
な
助
成
が
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
公
的
規
制
及
び
助
成
を
中

心
と
し
た
社
会
福
祉
事
業
法
の
体
系
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
も
妥
当

な
も
の
と
考
え
る
が
、
個
々
の
事
業
に
つ
い
て
は
社
会
的
経
済
的
状

況
の
変
化
等
に
対
応
し
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

②
近
年
、
高
齢
化
の
進
展
や
年
金
制
度
の
成
熟
化
等
の
社
会
経
済
の

変
化
に
対
応
し
た
構
造
的
動
き
と
し
て
、
社
会
福
祉
の
分
野
に
お
い

て
、
い
わ
ゆ
る
シ
ル
パ
ー
サ
ー
ビ
ス
を
中
心
に
民
間
事
業
者
に
よ
る

多
様
な
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
が
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
社
会
福

祉
事
業
(
社
会
福
祉
事
業
法
の
対
象
と
な
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
)
の
範

囲
と
の
関
連
で
、
そ
の
位
置
付
げ
を
議
論
す
べ
き
対
象
は
、
そ
の
大

幅
な
量
的
拡
大
が
見
込
ま
れ
る
シ
ル
パ
ー
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。

シ
ル
パ
ー
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
で
あ
る
高
齢
者
の
選

択
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
有
料
老

人
ホ

1
ム
に
つ
い
て
は
既
に
老
人
福
祉
法
に
よ
る
一
定
の
法
規
制
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
社
会
福
祉
事
業
と
同
種
の
内
容

の
事
業
で
あ
っ
て
も
、
現
時
点
に
お
い
て
こ
れ
以
上
の
法
規
制
を
行

う
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
こ

れ
ら
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
民
間
事
業
者
と
し
て
の
創
意

、AO
〉
O

L
・
4
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工
夫
を
活
か
し
て
多
様
な
形
態
で
そ
の
特
性
を
発
揮
で
き
る
よ
う
、

社
会
福
祉
事
業
法
の
対
象
と
し
て
新
た
な
規
制
を
課
す
る
こ
と
な
く
、

行
政
指
導
と
民
間
事
業
者
に
よ
る
自
主
規
制
方
式
に
よ
り
対
応
す
る

べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
政
策
融
資
等
の
一
層
の
充
実
を
図
る
こ
と
に

よ
り
そ
の
健
全
育
成
を
図
り
、
多
様
化
す
る
福
祉
需
要
に
的
確
に
対

応
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
民
間
事
業
者
の
創
意
工
夫
に
よ
り
提
供
さ
れ

る
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
七
日

の
当
分
科
会
の
意
見
具
申
「
ム
7
後
の
シ
ル
パ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方

に
つ
い
て
」
に
お
い
て
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

③
ま
た
、
近
年
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
体
系
の
あ
り
方
と
し
て
在
宅
福

祉
を
重
視
し
た
施
策
の
充
実
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
従
来
か
ら
の
ホ
ー

ム
へ
ル
パ

l
の
派
遣
に
加
え
て
、
デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
、
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ
と
い
う
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
が
定
着
を
み
、
さ
ら
に
施
設
サ
ー
ビ

ス
と
の
連
携
の
下
に
こ
れ
ら
の
事
業
の
一
層
の
量
的
拡
大
を
図
っ
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
先
に
述
べ
た
社
会
福

祉
事
業
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
そ
の
位
置
付
け
を
考
え
る
と
、
在
宅

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
様
々
な
供
給
形
態
の
下
で
積

極
的
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
が
試
み
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
、

民
間
の
創
意
工
夫
を
活
か
し
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
展
開
を
期
待
す
べ

き
分
野
に
つ
い
て
は
、
シ
ル
パ
ー
サ
ー
ビ
ス
へ
の
対
応
と
同
様
の
方

針
で
望
む
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
的
部
門
が

確
保
提
供
す
べ
き
部
分
と
し
て
、
市
町
村
の
責
任
に
お
い
て
提
供
さ

れ
る
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
そ
の
供
給
体
制
の
拡
充
を

積
極
的
に
促
進
し
て
い
く
こ
と
と
し
、
新
た
に
社
会
福
祉
事
業
と
し

て
法
的
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

④
現
在
、
社
会
福
祉
事
業
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
無
料

低
額
診
療
事
業
等
の
よ
う
な
、
社
会
福
祉
事
業
法
制
定
当
時
と
比
較

し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
を
必
要
と
す
る
社
会
的
経
済
的
状
況
に
大
き

な
変
化
が
み
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
社
会
福
祉
事
業
へ
の
位
置

付
け
に
つ
い
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

ω
福
祉
サ
ー
ビ
ス
供
給
主
体
の
あ
り
方

①
ま
す
ま
す
増
大
、
多
様
化
す
る
国
民
の
福
祉
需
要
に
的
確
に
対
応

し
て
い
く
た
め
に
も
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
供
給
体
制
の
整
備
を
積
極
的

に
進
め
る
必
要
が
あ
り
、
公
、
民
間
あ
る
い
は
両
者
の
協
働
方
式
に

よ
る
供
給
主
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
活
か
し
な
が
ら
多
様
な
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
公
的
に
確
保
す
べ
き
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
一

層
そ
の
充
実
を
図
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
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料

方
、
シ
ル
パ
ー
サ
ー
ビ
ス
等
民
間
事
業
者
に
よ
り
提
供
さ
れ
る
福
祉

サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
従
来
ど
お
り
、
直
接
的
な
規
制
の
強
化
に

よ
っ
て
で
は
な
く
行
政
指
導
と
相
ま
っ
て
民
間
事
業
者
自
身
に
よ
る

自
主
規
制
を
求
め
る
と
と
も
に
、
公
的
な
政
策
融
資
等
を
一
層
充
実

す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
健
全
な
育
成
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
民
間
部
門
で
提
供
さ
れ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
地
方

公
共
団
体
が
積
極
的
に
関
与
し
て
設
立
さ
れ
た
福
祉
サ
ー
ビ
ス
供
給

主
体
に
よ
る
も
の
(
行
政
関
与
型
サ
ー
ビ
ス
)
は
、
地
域
の
特
性
に

応
じ
た
創
造
的
な
供
給
体
制
の
確
立
と
い
っ
た
面
に
お
い
て
評
価
で

き
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
形
態
に
よ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
伸
長
が
期

待
さ
れ
る
。

資

な
お
、
こ
の
際
、
当
該
福
祉
サ
ー
ビ
ス
供
給
主
体
に
つ
い
て
は
、

一
定
の
要
件
の
下
で
公
益
法
人
化
を
図
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
行
政
非
関
与
の
非
常
利
民
間
団
体
に
よ
り
提
供
さ
れ
る

福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
事
業
の
継
続
性
、
安
定
性
に
欠
け
る
き
ら
い
が
あ

る
が
、
国
民
相
互
の
連
帯
等
自
発
的
な
活
動
形
態
の
も
つ
特
性
を
活

か
し
つ
つ
、
今
後
ま
す
ま
す
増
大
、
多
様
化
し
て
い
く
住
民
の
福
祉

需
要
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
の
選
択
肢
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
供
給
主
体

に
対
す
る
側
面
的
な
援
助
の
方
策
と
し
て
共
同
募
金
の
配
分
等
の
民

間
資
金
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

②
社
会
福
祉
法
人
に
つ
い
て
は
、
法
人
自
身
に
よ
る
自
主
的
、
主
体

的
な
運
営
努
力
を
一
一
層
期
待
し
つ
つ
、
あ
わ
せ
て
、
従
来
の
措
置
施

設
中
心
の
運
営
か
ら
今
後
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
地
域
福
祉
の
担

い
手
と
し
て
そ
の
積
み
重
ね
ら
れ
た
経
験
、
技
術
を
活
か
し
た
積
極

的
な
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

ま
た
、
社
会
福
祉
法
人
の
経
営
基
盤
の
安
定
、
強
化
等
の
観
点
か

ら
一
法
人
複
数
施
設
化
の
進
展
を
期
待
す
る
と
と
も
に
、
現
在
、
そ

の
経
営
す
る
社
会
福
祉
施
設
の
老
巧
化
に
伴
う
改
築
の
際
の
財
源
確

保
が
社
会
福
祉
法
人
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
、
民
間
老
巧
施
設
の
整
備
補
助
条
件
の
緩
和
を
図
る
必
要
が
あ

北法42(1・304)304

る
③ 

各
都
道
府
県
や
市
に
設
置
さ
れ
て
い
る
社
会
福
祉
事
業
団
に
つ
い

て
は
、
安
定
し
た
財
政
基
盤
と
柔
軟
で
効
率
的
な
運
営
の
確
保
と
い

う
公
設
民
営
の
長
所
を
活
か
し
て
施
設
運
営
を
行
う
と
い
う
制
度
創

設
の
意
義
が
、
現
在
必
ず
し
も
十
分
に
活
か
さ
れ
て
い
な
い
面
も
見

受
け
ら
れ
る
。

こ
の
た
め
、
本
来
的
に
そ
の
目
的
と
さ
れ
て
い
る
民
聞
に
よ
る
施

設
の
設
置
経
営
が
期
待
し
え
な
い
分
野
で
の
効
率
的
な
施
設
運
営
を

行
う
こ
と
は
も
と
よ
り
、
原
則
と
し
て
公
立
施
設
の
受
託
等
に
限
定
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さ
れ
て
い
る
事
業
範
囲
を
地
域
の
実
情
に
拡
大
で
き
る
よ
う
に
す
る

な
ど
し
て
、
そ
の
特
性
を
発
揮
し
つ
つ
活
性
化
を
図
っ
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

(3) 
① 

在
宅
福
祉
の
充
実
と
施
設
福
祉
と
の
連
携
強
化

高
齢
者
や
障
害
児
・
者
が
可
能
な
限
り
在
宅
で
生
活
で
き
る
よ
う
、

身
近
な
と
こ
ろ
で
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ

l
の
派
遣
、
デ
イ
・
サ
ー
ビ
ス
、

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
等
の
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
、
各
種
の
通
所
・
通

園
施
設
の
量
的
拡
充
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
単
に
福
祉
の
分
野
の
み
で
な
く
、
保
健
・
医
療
サ
ー
ビ
ス

と
の
連
携
を
深
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
高
齢
者
サ
ー
ビ
ス
調
整

チ
i
ム
の
活
用
等
に
よ
る
保
健
・
医
療
サ
ー
ビ
ス
と
の
連
携
強
化
を

一
層
進
め
る
と
と
も
に
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
保
健
・
医
療
サ
ー
ビ
ス

の
実
施
体
制
の
整
合
性
に
つ
い
て
も
十
分
配
慮
し
な
が
ら
取
り
組
ま

ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
際
、
あ
わ
せ
て
、
老
親
の
介
護
、
児
童
の
保
育
、
健
全
育
成

と
い
っ
た
家
庭
の
持
つ
様
々
な
機
能
を
支
援
し
て
い
く
と
と
も
に
、

従
来
家
庭
が
果
た
し
て
き
た
こ
れ
ら
の
機
能
を
家
庭
と
と
も
に
地
域

社
会
で
支
え
て
い
く
と
い
う
方
向
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観

点
に
立
っ
て
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図
る
ほ
か
、
地
域
に

お
け
る
家
庭
に
対
す
る
相
談
機
能
の
強
化
等
に
よ
る
支
援
体
制
の
構

② 

築
、
保
育
需
要
の
多
様
化
に
対
応
し
た
保
育
対
策
の
充
実
等
を
図
り
、

児
童
が
健
や
か
に
生
ま
れ
、
育
ち
、
ま
た
、
高
齢
者
や
障
害
者
が
地

域
社
会
で
安
心
し
て
生
活
を
送
れ
る
よ
う
、
そ
の
た
め
の
条
件
、
環

境
の
整
備
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

③
在
宅
福
祉
と
施
設
福
祉
の
一
層
の
連
携
強
化
が
必
要
で
あ
り
、
従

来
か
ら
行
っ
て
い
る
施
設
の
有
す
る
専
門
的
機
能
の
地
域
解
放
を
一

層
進
め
る
と
と
も
に
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ

l
派
遣
事
業
等
を
施
設
へ
積

極
的
に
委
託
し
て
い
く
こ
と
、
保
育
所
等
住
民
の
身
近
に
設
置
さ
れ

て
い
る
施
設
に
地
域
の
福
祉
セ
ン
タ
ー
的
機
能
を
付
与
し
て
い
く
こ

と
等
に
よ
り
、
住
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
一
層
進
め
て
い
く
必
要
が
あ

る。
ま
た
、
あ
わ
せ
て
、
地
域
の
実
態
に
応
じ
様
々
な
利
用
者
の
要
望

を
充
た
せ
る
複
合
的
な
役
割
・
機
能
を
も
っ
た
地
域
の
福
祉
セ
ン
タ
ー

と
い
う
形
で
の
拠
点
づ
く
り
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

④
さ
ら
に
、
急
速
な
高
齢
化
の
進
展
に
適
切
に
対
処
す
る
と
と
も
に
、

高
齢
者
や
障
害
者
等
が
ご
く
あ
た
り
ま
え
に
健
康
で
安
心
し
て
生
活

で
き
る
地
域
社
会
を
つ
く
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、

地
域
社
会
の
中
で
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
各
種
施
設
に
よ
り
提
供

さ
れ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
が
有
機
的
連
携
を
と
り
な
が
ら
確
保
、
提

供
さ
れ
る
よ
う
、
こ
れ
ら
の
人
々
へ
の
適
切
な
配
慮
を
行
い
な
が
ら
、
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料

ま
ち
全
体
を
計
画
的
に
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ω
施
設
福
祉
の
充
実

①
特
別
養
護
老
人
ホ

l
ム
等
へ
の
現
在
の
入
所
制
度
(
い
わ
ゆ
る
措

置
制
度
)
に
つ
い
て
は
、
そ
の
入
所
手
続
き
が
煩
雑
で
あ
る
、
施
設

や
サ
ー
ビ
ス
を
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
等
の
指
摘
も

あ
る
が
、
高
齢
者
、
障
害
者
、
児
童
、
低
所
得
者
等
に
対
す
る
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
、
公
的
に
確
保
し
、
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
適
用
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
公
的
機
関
が

判
定
し
、
決
定
す
る
と
い
う
仕
組
み
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
意
味
で
、
手
続
き
の
簡
素
化
等
の
問
題
は
別
と
し
て
、
現
在
の
制

度
の
も
つ
機
能
は
必
要
と
考
え
る
。

そ
れ
と
同
時
に
利
用
契
約
を
求
め
る
需
要
に
対
し
て
は
、
例
え
ば

高
齢
者
の
施
設
に
つ
い
て
い
え
ば
、
後
述
の
い
わ
ゆ
る
ケ
ア
ハ
ウ
ス

の
整
備
、
多
様
な
要
望
に
対
す
る
種
々
の
形
態
の
介
護
型
有
料
老
人

ホ
l
ム
の
設
置
の
推
進
と
い
っ
た
形
で
、
応
え
て
い
く
こ
と
が
適
当

で
あ
る
。

資

② 

施
設
の
構
造
・
設
備
面
の
基
準
は
昭
和
六
十
二
年
三
月
の
全
面
的

な
見
直
し
に
よ
り
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
当
面
、
さ
ら
に
、

こ
れ
を
改
正
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。
今
後
は
、
施
設
に

お
け
る
処
遇
指
針
を
策
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
施
設
入
所
者
の
処
遇

水
準
の
向
上
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

③
国
民
生
活
水
準
の
向
上
、
生
活
様
式
及
び
価
値
観
の
多
様
化
等
の

社
会
の
変
化
を
踏
ま
え
、
個
々
の
入
所
者
の
生
活
の
場
で
あ
る
社
会

福
祉
施
設
に
あ
っ
て
は
、
従
来
よ
り
居
室
面
積
の
拡
大
等
の
改
善
が

行
わ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
各
施
設
の
特
性
に
応
じ
て
、
福

祉
需
要
の
多
様
化
、
高
度
化
等
に
対
応
す
べ
く
居
住
空
間
の
拡
大
等

居
住
環
境
の
向
上
を
実
現
す
る
た
め
の
努
力
を
継
続
す
る
必
要
が
あ

ヲ
匂
。
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④
入
所
施
設
の
定
員
規
模
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
入
所
者
の
処

遇
水
準
、
施
設
運
営
の
健
全
性
を
確
保
す
る
う
え
で
、
現
行
の
基
、
準

は
こ
れ
を
維
持
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
離
島
や
山
間
へ
き

地
の
場
合
及
び
他
の
入
所
施
設
と
の
併
設
に
よ
り
効
率
的
な
運
営
が

期
待
で
き
る
場
合
に
は
定
員
要
件
を
緩
和
す
る
等
、
地
域
の
実
情
に

応
じ
た
施
設
運
営
を
可
能
に
す
る
た
め
の
取
組
み
を
継
続
す
る
必
要

が
あ
る
。

⑤
当
面
の
老
人
ホ

l
ム
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
本
年
一
月
に
中

央
社
会
福
祉
審
議
会
老
人
福
祉
専
門
分
科
会
に
よ
り
報
告
が
行
わ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
高

齢
者
の
ケ
ア
に
配
慮
し
つ
つ
'
自
立
し
た
生
活
を
確
保
し
て
い
く
う
え

で
の
老
人
ホ

l
ム
で
の
役
割
を
追
求
す
る
も
の
と
し
て
、
軽
費
老
人



平成二年老人福祉法等改正の立法過程

ホ
ー
ム
の
体
系
の
中
で
い
わ
ゆ
る
ケ
ア
付
住
宅
(
ケ
ア
ハ
ウ
ス
)
を

位
置
付
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
他
の
老
人
ホ

l
ム
体
系
に
関

連
す
る
論
点
に
つ
い
て
は
、
福
祉
・
保
健
・
医
療
を
通
じ
た
施
策
の

動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
引
き
続
き
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

同
市
町
村
の
役
割
重
視
、
新
た
な
運
営
実
施
体
制
の
構
築

①
福
祉
行
政
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
「
住
民
に
身
近
な
行
政
は
、

可
能
な
限
り
、
住
民
に
身
近
な
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
」
と
い

う
基
本
的
な
考
え
方
に
た
っ
て
整
理
を
行
い
、
生
活
保
護
行
政
等
当

該
事
務
実
施
に
当
た
っ
て
の
専
門
性
、
広
域
性
、
効
率
性
等
に
つ
い

て
十
分
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
最
も
住
民
に
密
着
し

た
基
礎
的
な
地
方
公
共
団
体
で
あ
り
、
住
民
の
福
祉
需
要
を
最
も
把

握
し
得
る
市
町
村
に
お
い
て
で
き
る
だ
け
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
と

す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
当
面
、
老
人
福
祉
施
設
、
身
体
障

害
者
更
生
援
護
施
設
へ
の
入
所
措
置
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
措
置
決

定
と
こ
れ
に
先
立
つ
判
定
事
務
と
の
円
滑
な
連
携
を
確
保
し
な
が
ら
、

市
町
村
で
実
施
す
る
方
向
で
検
討
す
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
精
神

薄
弱
者
福
祉
に
つ
い
て
は
、
他
の
福
祉
施
策
と
の
連
携
を
図
る
観
点

か
ら
指
定
都
市
の
位
置
付
け
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
在
宅
福
祉
の

推
進
等
に
関
し
市
町
村
の
機
能
の
強
化
を
積
極
的
に
進
め
る
必
要
が

あ
る
。

②
市
町
村
の
役
割
重
視
と
あ
わ
せ
て
、
福
祉
に
関
す
る
第
一
線
の
現

業
機
関
で
あ
る
福
祉
事
務
所
の
役
割
、
組
織
等
も
見
直
す
必
要
が
あ

り
、
市
部
福
祉
事
務
所
に
つ
い
て
は
、
生
活
保
護
、
福
祉
各
法
に
基

づ
く
施
設
入
所
等
の
措
置
及
び
在
宅
福
祉
の
実
務
並
び
に
こ
れ
ら
を

実
施
す
る
う
え
で
の
前
提
と
な
る
相
談
援
助
と
い
う
各
機
能
を
担
う

総
合
的
な
事
務
所
に
再
編
成
す
る
と
と
も
に
、
郡
部
福
祉
事
務
所
に

つ
い
て
は
、
管
内
市
町
村
に
対
す
る
広
域
的
な
調
整
、
指
導
も
行
え

る
よ
う
な
総
合
的
機
能
を
も
っ
た
事
務
所
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
あ
わ
せ
て
、
身
体
障
害
者
更
生
相
談
所
、
精
神
薄
弱
者
更

生
相
談
所
の
機
能
を
充
実
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

③
こ
れ
に
よ
り
都
道
府
県
が
、
広
域
的
な
観
点
か
ら
各
種
サ
ー
ビ
ス

の
総
合
的
調
整
を
行
い
つ
つ
、
市
町
村
段
階
で
、
在
宅
・
施
設
を
通

ず
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
一
元
的
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

な
る
。ま

た
、
福
祉
分
野
で
の
こ
の
よ
う
な
対
応
に
よ
り
、
は
じ
め
て
市

町
村
に
お
い
て
保
健
サ
ー
ビ
ス
と
の
有
機
的
な
連
携
が
確
立
す
る
こ

と
に
も
な
る
と
い
え
る
。

④
現
行
の
福
祉
事
務
所
の
設
置
基
準
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
よ
う
に

法
律
に
よ
る
基
準
の
設
定
を
し
て
お
く
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
を
要

す
る
。
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料

一
方
、
職
員
配
置
基
準
を
改
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
生
活
保
護

行
政
の
適
正
実
施
の
確
保
等
の
観
点
か
ら
慎
重
な
取
扱
い
が
必
要
で

あ
る
。

資

⑤ 

社
会
福
祉
従
事
職
員
の
資
質
を
高
め
る
こ
と
は
充
実
し
た
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
に
不
可
欠
で
あ
り
、
引
き
続
き
職
員
に
対
す
る
現
任
訓

練
を
充
実
す
る
と
と
も
に
、
福
祉
行
政
の
市
町
村
実
施
に
と
も
な
い
、

特
に
市
町
村
職
員
に
対
す
る
現
任
訓
練
、
研
修
等
の
実
施
は
重
要
と

な
る
。な

お
、
我
が
国
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
質
的
向
上
を
実
現
す
る

た
め
、
二
十
一
世
紀
の
長
寿
・
福
祉
社
会
を
展
望
し
て
制
度
化
さ
れ

た
社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
と
い
う
国
家
資
格
を
、
公
民
両
分

野
に
お
い
て
有
効
か
つ
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
も
、
ひ
と
つ
の
大

き
な
課
題
で
あ
る
。

〈
資
料
幻
〉
老
人
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
成
立
ま
で
の
経
緯

平
成
2
年
3
月
況
日

中
央
社
会
福
祉
審
議
会
に
制
度
改
正
要
綱
諮
問

身
体
障
害
者
福
祉
審
議
会
及
び
中
央
児
童
福
祉
審

議
会
に
諮
問

4
月
2
日

4
月
日
日

4
月
四
日

4
月
四
日

4
月
幻
日

6
月
8
日

6
月
口
日

6
月
日
日

6
月
日
日

6
月
日
日

6
月
四
日

6
月
目
日

6
月
幻
日

6
月
却
日

社
会
保
障
制
度
審
議
会
に
諮
問

中
社
審
、
身
障
審
、
中
児
審
答
申

社
会
保
障
制
度
審
議
会
答
申

閣
議
、
第
1
1
8
国
会
提
出

衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説
明
お
よ
び
質
疑

衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
提
案
理
由
説

明

M 

質
疑

質
疑
及
び
採

!1 

決
(
全
会
一
致
で
可
決
)

衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
採
決
(
全
会
一
致
で
可

決衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説
明
お
よ
び
質
疑

衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
お
い
て
提
案
理
由
説

明
お
よ
び
質
疑

M 

質
疑
お
よ
び

採
決
(
全
会
一
致
で
可
決
)

衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
採
決
、
成
立
(
全
会
一

致
で
可
決
)

公
布
(
法
律
第
四
号
)

北法42(1・308)308



〈
資
料
お
〉
各
種
審
議
会
答
申

平
成
2
年
4
月
四
日

厚

生

大

臣

津

雄

殿

島

中
央
社
会
福
祉
審
議
会

青

委
員
長

井

和

社
会
福
祉
事
業
法
等
の
改
正
に
つ
い
て
(
答
申
)

平成二年老人福祉法等改正の立法過程

平
成

2
年
3
月
況
日
付
け
厚
生
省
社
第
1
9
4
号
を
も
っ
て
諮
問
の

あ
っ
た
標
記
に
つ
い
て
は
、
諮
問
案
ど
お
り
了
承
す
る
の

な
お
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
と
並
ぶ
市

町
村
の
事
務
と
し
て
、
法
律
上
の
措
置
、
財
政
的
裏
付
け
な
ど
適
切
な
措

置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

平
成
2
年

4
月
回
目

厚

生

大

臣

津

雄

殿

島

身
体
障
害
者
福
祉
審
議
会

長

賓

本

博

ム一品

身
体
障
害
者
福
祉
法
の
改
正
に
つ
い
て
(
答
申
)

夫

平
成

2
年
4
月

2
日
付
け
厚
生
省
社
第

2
0
4
号
を
も
っ
て
諮
問
の

あ
っ
た
標
記
に
つ
い
て
は
、
諮
問
案
ど
お
り
了
承
す
る
。

な
お
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
と
並
ぶ
市

町
村
の
事
務
と
し
て
、
法
律
上
の
措
置
、
財
政
的
裏
付
げ
な
ど
適
切
な
措

置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

平
成
2
年
4
月
日
日

厚

生

大

臣

津

島

雄

殿

中
央
児
童
福
祉
審
議
会
委
員
長

大

山

精
神
薄
弱
者
福
祉
法
等
の
改
正
に
つ
い
て
(
答
申
)

次

平
成
2
年
4
月

2
日
付
け
厚
生
省
発
児
第
四
号
を
も
っ
て
諮
問
の
あ
っ

た
標
記
に
つ
い
て
は
、
諮
問
案
ど
お
り
了
承
す
る
。

な
お
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
と
並
ぶ
重 正
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料

要
な
事
務
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
種
別
に
応
じ
て
、
法
律
上
の
措
置
、
財

政
的
裏
付
け
な
ど
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

資

総

社

第

H
U

号

平
成

2
年

4
月
四
日

厚

生

大

臣

津

島

雄

殿
社
会
保
障
制
度
審
議
会

長

隅

谷

三
喜
男

ム一品

地
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
の
基
盤
整
備
を
促
進
す
る
た
め
の
関
係

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
(
仮
称
)
に
つ
い
て
(
答
申
)

平
成
2
年
4
月
日
日
厚
生
省
社
第
2
1
6
号
で
諮
問
の
あ
っ
た
標
記
の

件
に
つ
い
て
、
本
審
議
会
の
意
見
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

ロu
-一一一日ロ

地
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
は
、
本
審
議
会
の
昭
和
印

年

1
月
の
建
議
「
老
人
福
祉
の
在
り
方
に
つ
い
て
L

お
よ
び
平
成
元
年
ロ

月
の
意
見
「
国
民
健
康
保
険
制
度
の
長
期
安
定
確
保
策
に
つ
い
て
」
に
も

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
幻
世
紀
を
目
前
に
し
て
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ

る
。
今
回
の
改
正
案
は
基
本
的
方
向
と
し
て
は
、
こ
れ
に
沿
う
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、
な
お
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
の
面
で
問
題
が
残
さ
れ

て
い
る
。

地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
連
帯
が
変
貌
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
社
会
福
祉
の

基
盤
の
転
換
を
図
ろ
う
と
す
る
今
回
の
改
正
の
ね
ら
い
が
そ
の
実
を
あ
げ

る
た
め
に
は
、
園
、
都
道
府
県
、
市
町
村
を
は
じ
め
関
係
者
の
合
意
形
成

と
格
段
の
努
力
が
求
め
ら
れ
る
。

特
に
国
は
、
社
会
福
祉
を
推
進
す
る
た
め
の
マ
ン
パ
ワ
ー
の
確
保
に
努

め
る
と
と
も
に
、
財
政
的
裏
付
け
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
地
域
や
個
人
の
事
情
を
考
慮
し
た
総
合
的
な
対
応
や
社
会
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
確
立
な
ど
に
も
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

〈
資
料
M
〉
老
人
福
祉
法
等
の
一
部
改
正
案
に
つ
い
て
の

意
見

平
成

2
年
4
月
日
日

全

国

町

村

会

そ
も
そ
も
一
国
の
福
祉
政
策
は
、
医
療
、
年
金
、
保
険
、
教
育
等
各
般

北法42(1・310)310
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に
わ
た
っ
て
園
、
地
方
公
共
団
体
、
民
間
、
家
庭
等
の
連
携
の
も
と
に
行

わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
国
は
、
ま
ず
そ
の
基
本
的
理
念
を
確
立
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
分
担
を
明
確
に
し
て
、
総
合
的
な
福
祉
行
政
が
遂
行
さ

れ
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

今
回
の
制
度
改
正
に
当
た
っ
て
は
、
高
齢
者
保
健
福
祉
推
進
十
か
年
戦

略
に
基
づ
く
国
の
姿
勢
に
つ
い
て
全
国
町
村
会
は
こ
れ
を
評
価
す
る
こ
と

に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、
現
実
に
町
村
が
実
施
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

に
お
い
て
、
準
備
期
間
を
含
め
問
題
点
が
多
い
の
で
、
以
下
の
事
項
に
つ

い
て
十
分
配
慮
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

-
在
宅
福
祉
施
策
の
成
否
は
、
何
よ
り
も
優
良
へ
ル
パ

1
、
指
導
員
、

協
力
員
等
の
マ
ン
パ
ワ

l
の
十
分
な
る
確
保
に
か
か
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
単
に
人
数
を
揃
え
る
の
み
で
は
な
く
、
真
に
優
秀
な
者
が
得

ら
れ
る
よ
う
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

2

在
宅
福
祉
3
事
業
に
関
す
る
事
務
の
義
務
化
は
、
施
設
の
充
実
強
化

等
の
条
件
整
備
及
び
国
庫
補
助
金
の
負
担
金
化
が
前
提
で
あ
る
。

3

入
所
措
置
権
が
町
村
に
委
譲
さ
れ
た
と
き
、
町
村
に
対
応
で
き
る
施

設
が
な
い
場
合
は
、
町
村
が
対
応
で
き
る
よ
う
国
は
責
任
を
も
っ
て
解

決
す
る
こ
と
。

4 

在
宅
福
祉
3
事
業
を
町
村
に
義
務
化
す
る
場
合
、
義
務
化
さ
れ
る
事

務
の
範
囲
を
法
令
上
明
確
化
す
る
こ
と
。

5 

町
村
の
現
状
は
、
人
口
、
面
積
、
地
勢
、
住
民
意
識
、
財
政
力
等
千

差
万
別
で
あ
る
た
め
、
財
政
措
置
、
施
設
の
運
営
等
に
つ
い
て
き
め
細

か
い
配
慮
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

町
村
職
員
を
増
員
す
る
こ
と
に
伴
う
職
員
の
確
保
に
当
た
っ
て
は
、

財
政
措
置
も
含
め
、
国
は
十
分
な
配
慮
を
行
う
こ
と
。

6 〈
資
料
お
〉
福
祉
制
度
見
直
し
に
つ
い
て
の
要
求
書

一
九
九

O
年
三
月
二

O
日

津

厚
生
大
臣

二

殿全
日
本
自
治
団
体
労
働
組
合

中
央
執
行
委
員
長

(変

栄

島

雄

野

高

貴
省
の
福
祉
行
政
の
充
実
に
む
け
た
御
健
闘
に
対
し
敬
意
を
表
し
ま
す
。

さ
て
、
自
治
労
は
昨
年
3
月
初
日
の
福
祉
関
係
三
審
議
会
合
同
企
画
分

科
会
の
最
終
意
見
具
申
が
公
表
さ
れ
て
以
降
、
福
祉
行
政
の
公
的
責
任
に

よ
る
実
施
を
基
本
に
、
福
祉
制
度
の
充
実
・
強
化
を
追
及
し
、
意
見
具
申

に
対
す
る
自
治
労
の
見
解
も
明
ら
か
に
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

貴
省
に
お
か
れ
て
は
、
こ
の
問
、
意
見
具
申
の
具
体
化
に
着
手
さ
れ
、

日
本
に
お
け
る
福
祉
諸
制
度
の
約
初
年
ぶ
り
の
抜
本
的
な
見
直
し
が
検
討

北法42(1・311)311 



料

さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
自
治
労
と
し
て
は
今
回
の
町
村

に
対
す
る
権
限
委
譲
を
含
む
福
祉
制
度
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治

体
の
自
治
権
拡
充
を
は
か
る
観
点
か
ら
、
人
的
、
財
政
的
保
障
を
明
確
に

す
る
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
目
前
に

迫
り
つ
つ
あ
る
超
高
齢
社
会
に
む
け
て
、
将
来
に
禍
根
を
残
す
こ
と
の
な

い
よ
う
に
慎
重
な
検
討
を
求
め
る
と
と
も
に
、
具
体
化
に
あ
た
り
、
自
治

労
を
は
じ
め
、
福
祉
労
働
者
、
福
祉
制
度
利
用
者
な
ど
の
意
見
反
映
を
保
障

す
る
こ
と
を
前
提
に
、
次
の
と
お
り
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
要
求
し
ま
す
。

資

1 
総
括
的
要
求

福
祉
制
度
見
直
し
を
、
財
界
主
導
の
「
行
政
改
革
」
推
進
に
よ
る
福

祉
切
り
捨
て
の
路
線
に
基
づ
く
歳
出
削
減
の
視
点
か
ら
行
う
の
で
は
な

く
、
高
齢
社
会
に
お
い
て
、
高
齢
者
、
障
害
者
が
安
心
し
て
生
活
で
き

る
た
め
の
福
祉
制
度
を
確
立
す
る
た
め
に
行
う
こ
と
。

福
祉
行
政
の
実
施
主
体
を
基
礎
自
治
体
で
あ
る
市
町
村
と
し
、
そ
の

役
割
を
重
視
す
る
と
の
今
回
の
制
度
見
直
し
に
あ
た
り
、
財
政
の
市
町

村
へ
の
転
嫁
と
な
ら
な
い
よ
う
財
政
処
置
を
十
分
に
行
う
こ
と
。

ま
た
、
人
的
配
置
を
十
分
に
行
う
こ
と
。

「
福
祉
計
画
」
の
策
定
な
ど
、
制
度
見
直
し
に
あ
た
り
、
中
央
統
制

の
強
化
に
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
、
地
方
自
治
体
の
自
主
決
定
権
を
保
障

2 3 

4 
し
、
福
祉
施
策
の
企
画
・
立
案
、
実
施
へ
の
自
律
的
意
欲
が
損
な
わ
れ

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

「
住
民
に
密
着
し
た
基
礎
的
な
自
治
体
」
で
あ
る
市
町
村
の
特
性
を

生
か
し
各
々
の
地
域
の
福
祉
に
責
任
を
持
つ
た
め
に
は
、
福
祉
施
策
を

統
合
し
て
実
施
し
、
そ
の
実
施
に
は
社
会
福
祉
主
事
で
あ
る
現
業
員
が

あ
た
り
、
現
業
活
動
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
福
祉
需
要
が
施
策
の
企
画
に

生
か
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
福
祉
の
総
合
的
な
機
能
を
有
す
る
事
務
所
と

し
て
、
福
祉
事
務
所
の
充
実
を
は
か
る
こ
と
。

具
体
的
要
求

(
福
祉
計
画
に
つ
い
て
)

寸
一
福
祉
計
画
」
は
、
住
民
が
自
ら
の
生
き
方
の
選
択
が
で
き
る
権
利

を
保
障
し
、
住
民
に
寸
管
理
計
画
」
と
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
な
ら
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
。

北法42(1・312)312

1 2 

「
福
祉
計
画
L

の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
住
民
団
体
、
利
用
者
団
体

な
ど
の
意
見
聴
取
を
義
務
づ
け
る
こ
と
。

個
別
自
立
支
援
計
画
お
よ
び
身
体
障
害
者
手
帳
制
度
の
変
更
に
つ
い

て
は
障
害
者
団
体
と
の
意
見
調
整
を
行
い
、
合
意
が
得
ら
れ
る
ま
で
実

施
し
な
い
こ
と
。

(
福
祉
事
務
所
に
つ
い
て
)

3 



1 

施
設
入
所
措
置
の
判
定
を
実
質
的
に
郡
部
福
祉
事
務
所
及
び
更
生
相

談
所
が
行
う
こ
と
に
な
る
寸
圏
域
内
の
市
町
村
に
対
す
る
調
整
指
導
」

機
能
は
実
態
に
合
わ
な
い
の
で
、
町
村
に
対
す
る
支
援
・
指
導
機
能
に

と
ど
め
る
こ
と
。
と
り
わ
け
、
老
人
福
祉
施
設
を
広
域
施
設
と
し
て
位

置
づ
け
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
る
。

町
村
に
お
け
る
老
人
福
祉
法
・
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
入
所
措
置
、

在
宅
福
祉
事
務
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
に
町
村
に
も
社
会
福
祉
主
事
の

配
置
を
法
律
で
義
務
づ
け
る
こ
と
。

福
祉
事
務
所
の
五
法
現
業
員
の
配
置
に
つ
い
て
も
、
法
律
で
定
め
る

こ
と
に
よ
り
充
足
率
を
高
め
、
在
宅
福
祉
を
推
進
で
き
る
体
制
を
作
る

2 3 
こ
と
。

平成二年老人福祉法等改正の立法過程

4 

福
祉
事
務
所
の
相
談
機
能
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、
相
談
(
面
接
)

員
の
配
置
に
つ
い
て
も
法
律
で
定
め
る
こ
と
。

社
会
福
祉
主
事
の
専
門
性
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
任
研
修
の
充

実
を
は
か
る
と
と
も
に
、
人
事
配
置
に
お
け
る
市
町
村
の
人
事
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
上
の
安
定
性
を
確
保
す
る
た
め
に
指
導
を
行
う
こ
と
。

(
財
政
に
つ
い
て
)

施
設
入
所
措
置
事
務
の
町
村
委
譲
、
在
宅
福
祉
の
充
実
、
市
部
福
祉

事
務
所
の
相
談
援
助
の
総
合
的
実
施
を
実
現
す
る
た
め
に
、
人
件
費
、

事
務
費
な
ど
必
要
経
費
を
漏
れ
な
く
地
方
交
付
税
の
算
定
基
礎
に
算
入

5 1 

1 
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
単
価
を
実
態
に
あ
っ
た
も
の
に
し
て
自
治
体
の

超
過
負
担
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

と
り
わ
け
、
ホ

1
ム
ヘ
ル
パ

1
に
つ
い
て
は
実
態
が
極
め
て
劣
悪
な

こ
と
か
ら
、
正
規
職
員
の
人
件
費
に
み
あ
っ
た
も
の
に
す
る
こ
と
。

(
人
事
配
置
に
つ
い
て
)

制
度
見
直
し
に
と
も
な
う
人
事
配
置
に
つ
い
て
は
寸
地
方
行
革
大
網
」

に
よ
る
職
員
定
数
管
理
の
枠
外
と
し
、
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
公

的
責
任
を
明
確
に
し
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
市
町
村
の
具
体
的
配
置

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
。

今
回
の
制
度
見
直
し
に
あ
た
っ
て
は
、
郡
部
福
祉
事
務
所
の
人
員
削

減
は
行
わ
な
い
こ
と
。

(
そ
の
他
)

社
会
福
祉
協
議
会
を
地
域
福
祉
の
実
施
の
主
体
と
し
て
位
置
付
け
る

こ
と
は
、
福
祉
行
政
に
お
け
る
公
的
責
任
の
後
退
に
つ
な
が
る
恐
れ
が

あ
る
た
め
反
対
で
あ
る
。

日
常
生
活
用
具
の
給
付
事
業
に
つ
い
て
老
人
福
祉
法
、
身
体
障
害
者

福
祉
法
、
お
よ
び
精
神
薄
弱
者
福
祉
法
に
お
い
て
法
定
化
す
る
こ
と
。

無
料
低
額
診
療
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
に
担
っ
て
い
る
役
割
を
尊
重

し
、
見
直
し
に
あ
た
っ
て
は
慎
重
に
行
う
こ
と
。
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料

〈
資
料
部
〉
老
人
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
に
対
す
る
附
帯
決
議

資

衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会

平
成
二
年
六
月
十
五
日

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

市
町
村
に
お
け
る
実
施
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、
地
方
交
付
税
等
に

よ
る
十
分
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

老
人
等
が
ね
た
き
り
に
な
る
の
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
在
宅
及
び
施
設

に
お
け
る
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
確
保
す
る
た
め
、
介
護
、
看
護
及
び
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
関
係
従
事
者
の
処
遇
の
改
善
等
マ
ン
パ
ワ

l
の
確

保
に
つ
き
万
全
の
策
を
講
ず
る
こ
と
。

老
人
保
健
福
祉
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
者
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

重
度
痴
呆
の
老
人
に
対
す
る
施
設
対
策
、
痴
呆
性
疾
患
に
係
る
研
究

の
推
進
等
の
介
護
す
る
家
族
の
負
担
軽
減
対
策
の
充
実
を
早
急
に
図
る

ヲ
」
、

y
」。

四五

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
保
健
、
医
療
、
住
宅
、
教
育
等
に
関
す
る
施

策
と
の
連
携
を
と
り
、
老
人
等
が
、
で
き
る
か
ぎ
り
地
域
に
お
い
て
、

自
立
し
た
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
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右
決
議
す
る
。

老
人
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
に
対
す
る
附
帯
決
議

参
議
院
社
会
労
働
委
員
会

平
成
二
年
六
月
二
十
一
日

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

市
町
村
に
お
け
る
実
施
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、
地
方
交
付
税
等
に

よ
る
十
分
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ま
た
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
都
道
府
県
・
市
町
村
聞
の
格
差
の
是
正

に
努
め
る
こ
と
。

老
人
等
が
ね
た
き
り
に
な
る
の
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
在
宅
及
び
施
設

に
お
け
る
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
を
確
保
す
る
た
め
、
介
護
、
看
護
及
び
リ

ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
関
係
事
業
者
の
処
遇
の
改
善
等
マ
ン
パ
ワ

l
の
確

保
に
つ
き
万
全
の
策
を
講
ず
る
こ
と
。

三
老
人
保
健
福
祉
計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
保
健
福
祉
サ
ー
ビ
ス



四

の
利
用
者
の
意
見
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

重
度
痴
呆
の
老
人
に
対
す
る
施
設
対
策
、
痴
呆
性
疾
患
に
係
る
研
究

の
推
進
等
の
介
護
す
る
家
族
の
負
担
軽
減
対
策
の
充
実
を
早
急
に
図
る

こ
と
。改

正
後
の
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
一
般
の
雇

用
形
態
に
な
じ
ま
な
い
身
体
障
害
者
の
生
活
の
安
定
に
寄
与
し
、
十
分

な
社
会
参
加
が
図
ら
れ
る
よ
う
な
施
策
の
促
進
に
努
め
る
こ
と
。

六
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
保
健
、
医
療
、
住
宅
、
教
育
等
に
関
す
る
施

策
と
の
連
携
を
と
り
、
老
人
等
が
、
で
き
る
か
ぎ
り
地
域
に
お
い
て
、

自
立
し
た
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

五

平成二年老人福祉法等改正の立法過程

右
決
議
す
る

〈
資
料
幻
〉
老
人
福
祉
法
等
(
福
祉
関
係
8
法
)

部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
概
要

の

老
人
福
祉
法
を
は
じ
め
、
以
下
の
福
祉
関
係
8
法
律
に
つ
い
て
改
正
を

行
う
こ
と
と
す
る
が
、
改
正
内
容
の
典
型
的
な
老
人
福
祉
法
を
代
表
例
と

し
て
法
案
の
題
名
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

O

老
人
福
祉
法
(
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
、
措
置
権
移
譲
、

計
画
の
策
定
等
)

身
体
障
害
者
福
祉
法
(
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
、
措
置
権

移
譲
等
)

精
神
薄
弱
者
福
祉
法
(
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
、
大
都
市

特
例
の
設
定
等
)

児
童
福
祉
法
(
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
)

母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
(
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
)

社
会
福
祉
事
業
法
(
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
社
会
福
祉
事
業
へ

の
追
加
、
社
会
福
祉
協
議
会
及
び
共
同
募
金
関
係
等
)

老
人
保
健
法
(
計
画
の
策
定
)

社
会
福
祉
・
医
療
事
業
団
法
(
基
金
の
設
置
)

O O O O O 
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料資

II 

改
正
の
趣
旨

紅
世
紀
の
本
格
的
な
高
齢
社
会
の
到
来
を
目
前
に
控
え
高
齢
者
の
保

健
福
祉
の
推
進
等
を
図
る
た
め
、
住
民
に
最
も
身
近
な
市
町
村
で
、
在

宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
施
設
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
き
め
細
か
く
一
元
的
か
っ

計
画
的
に
提
供
さ
れ
る
体
制
づ
く
り
を
進
め
る
な
ど
、
所
要
の
改
正
を

行
う
。改

正
の
概
要

-
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
推
進

ω
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
位
置
付
け
の
明
確
化

ア

福

祉

各

法

ホ
l
ム
ヘ
ル
プ
(
訪
問
し
介
護
を
行
う
者
の
派
遣
)
、
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
(
特
別
養
護
老
人
ホ

1
ム
等
で
の
短
期
滞
在
)
、
デ

イ
・
サ
ー
ビ
ス
(
日
帰
り
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
事
業
)

等
の
住
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
積
極
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
福

祉
各
法
に
お
け
る
規
定
を
整
備
し
、
そ
の
位
置
付
け
を
明
確
に

す
る
こ
と
。

イ

社
会
福
祉
事
業
法

福
祉
各
法
に
基
づ
く
住
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
一
層
進
め
る
た

め
、
こ
れ
を
新
た
に
社
会
福
祉
事
業
法
上
の
社
会
福
祉
事
業
と

し
て
位
置
付
け
る
こ
と
。

2 

ω
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
支
援
体
制
の
強
化

ア
基
金
の
設
置

総
合
的
な
在
宅
福
祉
の
振
興
、
充
実
を
図
る
た
め
、
民
間
に

お
け
る
在
宅
福
祉
事
業
の
先
駆
的
・
モ
デ
ル
的
な
実
施
や
在
宅

福
祉
従
事
者
の
養
成
・
研
修
等
に
対
し
、
実
情
に
即
し
た
支
援

等
を
行
う
基
金
を
社
会
福
祉
・
医
療
事
業
団
に
設
置
す
る
こ
と
。

イ
社
会
福
祉
協
議
会
及
び
共
同
募
金
の
活
動
の
推
進

市
町
村
社
会
福
祉
協
議
会
等
を
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
企

画
、
実
施
す
る
団
体
と
し
て
位
置
付
け
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
供
給
体
制
の
整
備
を
進
め
る
と
と
も
に
、
共
同
募
金
の
配
分

規
制
の
緩
和
等
に
よ
り
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
対
す
る
助
成

を
強
化
す
る
こ
と
。

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
施
設
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
市
町
村
へ
の
一

元
化特

別
養
護
老
人
ホ

1
ム
等
及
び
身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
へ
の

入
所
決
定
等
の
事
務
を
町
村
に
移
譲
す
る
こ
と
に
よ
り
、
住
民
に
最

も
身
近
な
市
町
村
に
お
い
て
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
施
設
福
祉
サ
ー

ビ
ス
が
一
元
的
に
提
供
さ
れ
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

市
町
村
及
び
都
道
府
県
老
人
保
健
福
祉
計
画
の
策
定

老
人
に
対
す
る
保
健
サ
ー
ビ
ス
と
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
一
体
的
提
供

北法42(1・316)316
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平成二年老人福祉法等改正の立法過程

4 
を
図
る
観
点
か
ら
、
市
町
村
及
び
都
道
府
県
は
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス

の
実
施
の
目
標
等
に
関
す
る
計
画
を
定
め
る
こ
と
と
し
、
国
は
技
術

的
な
指
導
助
言
を
行
う
と
と
も
に
、
計
画
達
成
の
た
め
に
必
要
な
援

助
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。

障
害
者
関
係
施
設
の
範
囲
の
拡
大
等

川
新
た
に
、
視
聴
覚
障
害
者
情
報
提
供
施
設
を
身
体
障
害
者
更
生

援
護
施
設
と
し
て
、
精
神
薄
弱
者
通
勤
寮
及
び
精
神
薄
弱
者
福
祉

ホ
l
ム
を
精
神
薄
弱
者
援
護
施
設
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
位
置
付
け

る
こ
と
。

ω
精
神
薄
弱
者
に
対
す
る
グ
ル
ー
プ
ホ

1
ム
(
共
同
生
活
を
営
む

べ
き
住
居
に
お
け
る
日
常
生
活
上
の
援
助
)
を
法
定
化
す
る
と
と

も
に
精
神
薄
弱
者
等
へ
の
相
談
、
援
助
を
行
う
精
神
薄
弱
者
相
談

員
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
。

そ
の
他

ω
有
料
老
人
ホ

l
ム
に
関
す
る
事
項

有
料
老
人
ホ

l
ム
の
設
置
に
つ
い
て
、
事
後
届
出
か
ら
事
前
届

出
に
改
め
る
等
の
改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
入
所
者
の
保
護
を
図

る
た
め
に
会
員
に
対
す
る
指
導
等
を
行
う
有
料
老
人
ホ

l
ム
協
会

(
民
法
法
人
)
を
設
立
で
き
る
こ
と
と
し
、
協
会
と
そ
の
会
員
に
つ

い
て
名
称
独
占
と
す
る
こ
と
。

5 

(2) 
6 

老
人
の
心
身
の
健
康
の
保
持
に
資
す
る
事
業
の
推
進

老
人
の
心
身
の
健
康
の
保
持
に
資
す
る
事
業
を
行
う
者
の
活
動

を
促
進
す
る
た
め
、
厚
生
大
臣
は
民
法
第
担
条
の
規
定
に
よ
る
法

人
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
指
定
法
人
に
老
人
健

康
保
持
事
業
の
実
施
、
啓
発
普
及
、
援
助
、
調
査
研
究
、
社
会
福

祉
・
医
療
事
業
団
の
助
成
業
務
等
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

施
行
期
日
等

社
会
福
祉
・
医
療
事
業
団
の
基
金
の
設
置
、
老
人
福
祉
法
に
お

け
る
指
定
法
人
関
係公

布
の
日
か
ら

3
月
以
内
で
政
令
で
定
め
る
日

在
宅
福
祉
の
推
進
、
障
害
者
関
係
施
設
の
範
囲
の
拡
大
関
係

平
成
3
年

1
月
1
日

O O O 

社
会
福
祉
協
議
会
及
び
共
同
募
金
、
有
料
老
人
ホ

1
ム
関
係

平
成
3
年

4
月
1
日

措
置
権
移
譲
、
老
人
保
健
福
祉
計
画
関
係
平
成
5
年
4
月
1
日

O 
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料

〈
資
料
お
〉
老
人
福
祉
法
の
改
正
に
つ
い
て

資

介
護
等
の
措
置
の
総
合
的
な
実
施
[
平
成
5
年
4
月
1
日
施
行
]

市
町
村
は
、
居
宅
に
お
け
る
介
護
等
の
措
置
(
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
)

及
び
特
別
養
護
老
人
ホ

l
ム
等
へ
の
入
所
措
置
(
施
設
福
祉
サ
ー
ビ
ス
)

の
総
合
的
な
実
施
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第

叩
条
の

3
[新
設
]
)

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
位
置
付
け
の
明
確
化
[
平
成
3
年
1
月
1

日
施
行
]

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
重
要
性
に
鑑
み
、
居
宅
に
お
け
る
介
護
等
の

措
置
(
在
宅
サ
ー
ビ
ス
)
を
明
確
に
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
市
町
村

は
、
こ
れ
ら
の
措
置
そ
の
他
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
措
置

の
積
極
的
な
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
叩
条
の

4
第
3

項
[
新
設
]
)

な
お
、
市
町
村
に
お
い
て
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
及
び
施
設
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
一
元
的
に
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、
老
人
保
健
福
祉
計

画
を
策
定
し
で
事
業
の
実
施
目
標
を
立
て
て
推
進
す
る
こ
と
と
な
る
平

成
五
年
度
以
降
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
体
制
の
確
保
の
状
況
等

を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
推
進
方
策
、
国
の
費

用
負
担
の
方
式
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の

2 

と
し
た
。

(
附
則
第
2
条
)

北法42(1・318)318

3 

特
別
養
護
老
人
ホ

l
ム
等
の
入
所
決
定
権
の
町
村
へ
の
移
譲

成
5
年
4
月

1
日
施
行
]

特
別
養
護
老
人
ホ

l
ム
及
び
養
護
老
人
ホ

l
ム
へ
の
入
所
決
定
権
を

都
道
府
県
か
ら
町
村
に
移
譲
す
る
こ
と
。
(
第
口
条
)

老
人
福
祉
計
画
の
策
定
[
平
成
5
年
4
月

1
日
施
行
]

ω
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
(
第
却
条
の

8
[新
設
〕
)

①
市
町
村
は
、
老
人
福
祉
法
に
基
づ
く
福
祉
の
措
置
(
在
宅
福
祉
、

施
設
福
祉
、
生
き
が
い
対
策
を
含
み
、
地
方
単
独
の
事
業
も
含

む
。
)
の
実
施
に
関
す
る
計
画
(
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
)
を
定

め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

平

4 

② 

市
町
村
老
人
福
祉
計
画
に
お
い
て
は
、
居
宅
に
お
け
る
介
護
等

の
措
置
(
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
)
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ

l
ム
等

へ
の
入
所
措
置
(
施
設
福
祉
サ
ー
ビ
ス
)
に
関
し
、
確
保
す
べ
き

事
業
の
量
の
目
標
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ

と。
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
は
、
市
町
村
老
人
保
健
計
画
と
一
体
の

も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

ω
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
(
第
別
条
の

9
[新
設
]
)

①
都
道
府
県
は
、
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、

③ 



各
市
町
村
を
通
じ
る
広
域
的
な
見
地
か
ら
老
人
福
祉
法
に
基
づ
く

福
祉
の
措
置
に
関
す
る
事
業
の
供
給
体
制
の
確
保
に
関
す
る
計
画

(
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
)
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

②
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
に
お
い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
が
定

め
る
区
域
ご
と
に
、
当
該
区
域
に
お
け
る
老
人
福
祉
施
設
の
整
備

量
の
目
標
及
び
老
人
福
祉
施
設
相
互
間
の
連
携
の
方
法
そ
の
他
の

必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

③
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
は
、
都
道
府
県
老
人
保
健
計
画
と
一

体
の
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ

と。

平成二年老人福祉法等改正の立法過程

【
参
考
・
・
老
人
保
健
計
画
の
概
要
】

①
市
町
村
は
、
老
人
保
健
法
に
基
づ
く
医
療
等
以
外
の
保
健
事

業
(
ヘ
ル
ス
事
業
)
の
実
施
に
関
す
る
計
画
(
市
町
村
保
健
計

画
)
を
定
め
る
も
の
と
し
、
具
体
的
に
は
、
機
能
訓
練
及
び
訪

問
指
導
に
つ
い
て
確
保
す
べ
き
事
業
の
量
の
目
標
そ
の
他
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
(
第
必
条
の
日
[
新
設
]
)

②
都
道
府
県
は
、
市
町
村
老
人
保
健
計
画
の
達
成
に
資
す
る
た

め
、
各
市
町
村
を
通
じ
る
広
域
的
な
見
地
か
ら
ヘ
ル
ス
事
業
の

供
給
体
制
の
確
保
及
び
老
人
保
健
施
設
の
整
備
に
関
す
る
計
画

(
都
道
府
県
老
人
保
健
計
画
)
を
定
め
る
も
の
と
し
、
具
体
的
に

は
、
当
該
都
道
府
県
が
定
め
る
区
域
ご
と
に
、
当
該
区
域
に
お

け
る
老
人
保
健
施
設
の
整
備
量
の
目
標
そ
の
他
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
と
す
る
。
(
第
必
条
の
凹
[
新
設
]
)

費ω
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
補
助
規
定
の
整
備

日
施
行
〕

市
町
村
が
支
弁
す
る
居
宅
に
お
け
る
介
護
等
の
措
置
(
在
宅
福
祉

サ
ー
ビ
ス
)
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
国
は
そ
の
泌
を
都
道
府
県

は
そ
の
%
を
補
助
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
幻
条
第
1
号、

第
M
条
第
2
項
、
第
加
条
第
2
項
)

ω
施
設
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
町
村
の
負
担
の
導
入
[
平
成

5
年
4
月
1
日
施
行
]

市
町
村
が
支
弁
す
る
老
人
ホ

1
ム
へ
の
入
所
等
の
措
置
(
施
設
福

祉
サ
ー
ビ
ス
)
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
福
祉
事
務
所
を
設
置
す

る
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
国
が
そ
の
vnを
、
そ
の
他
の
町
村
に
あ
っ

て
は
、
国
が
そ
の
%
を
、
都
道
府
県
が
そ
の
凡
を
負
担
す
る
も
の
と

す
る
こ
と
。
(
第
M
条
第
1
項
第
1
号
)

6

指
定
法
人
[
公
布
後
3
か
月
・
・
平
成
2
年
8
月
1
日
施
行
]

ω
厚
生
大
臣
は
、
老
人
健
康
保
持
事
業
(
老
人
の
心
身
の
健
康
の
保

持
に
資
す
る
た
め
の
教
養
講
座
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
他
老
人

5 

用

[
平
成
3
年
4
月
1
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料資

7 

が
自
主
的
か
つ
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
業
。
第
日
条

第
1
項
で
地
方
公
共
団
体
に
実
施
の
努
力
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い

る
。
)
を
行
う
者
の
活
動
を
促
進
す
る
ζ

と
等
に
よ
り
、
老
人
の
心

身
の
健
康
の
保
持
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で

あ
っ
て
、

ωの
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
を
通
じ
て
1
個
に
限

り
、
指
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
(
第
泊
条
の

2
[新
設
]
)

ω
当
該
指
定
法
人
は
、
老
人
健
康
保
持
事
業
に
関
す
る
普
及
啓
発
、

当
該
事
業
の
実
施
、
援
助
、
調
査
研
究
、
当
該
事
業
の
従
事
者
の
研

修
等
老
人
健
康
保
持
事
業
の
促
進
に
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
。

(
第
泊
条
の

3
[新
設
]
)

有
料
老
人
ホ

l
ム

[

平

成
3
年
4
月
1
日
施
行
]

咽
E
ム

届
出
等
の
規
定
の
整
備

有
料
老
人
ホ

l
ム
に
つ
い
て
、
設
置
段
階
で
十
分
な
行
政
指
導
が

行
え
る
よ
う
事
後
届
出
か
ら
事
前
届
出
に
改
め
る
と
と
も
に
、
従
来
、

都
道
府
県
知
事
に
よ
る
勧
告
の
み
で
あ
っ
た
も
の
を
、
入
所
者
の
不

当
処
遇
又
は
利
益
を
害
す
る
行
為
を
し
た
と
き
は
、
厚
生
大
臣
又
は

都
道
府
県
知
事
が
入
所
者
の
保
護
の
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て

改
善
命
令
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
(
第
却
条
)

ω
有
料
老
人
ホ

1
ム
協
会

①
有
料
老
人
ホ

l
ム
の
設
置
者
は
、
入
所
者
の
保
護
を
図
る
と
と

も
に
、
有
料
老
人
ホ

l
ム
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
有
料
老
人
ホ

1
ム
の
設
置
者
を
会
員
と
す
る
民
法
第
M

条
の
規
定
に
よ
る
法
人
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、

協
会
及
び
協
会
会
員
に
つ
い
て
、
名
称
独
占
と
す
る
こ
と
。
(
第

幼
条
、
第
別
条
[
新
設
]
)

②
協
会
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
会
員
に
対
す
る
指
導
、

勧
告
、
入
所
者
の
保
護
か
ら
の
苦
情
の
解
決
等
の
業
務
を
行
う
も

の
と
す
る
こ
と
。
(
第
訂
条
の
2
)
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平成二年老人福祉法等改正の立法過程

く資料29>措置権移譲に伴う体制の変更

(老人福祉法関係)

[現在の体制] [改正後の体制]

:広域的調整等

郡部 市部 1 郡部一"一市部 i

在宅サービス 施設サ}ピス 在宅サービス 在宅サ』ピス 在宅サービス

1トムつ

(特別養護者
|トムヘルマー |トムヘルパ 「ムヘルパ

デイ・サービス 人ホーム等) デイ・サーrス デイ・サービス デイ・サ~ピス

ショートステイ ショートステイ ショートステイ ンヨ}トステイ

施設サービス 施設サービス 施設サービス

(特別養護者 (特別養護者 (特別養護老

|11ιz 人ホーム等) 人ホーム等)

老 人
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資料

く資料30>市町村老人保健福祉計画のスケルトン(案)

老人福祉計画 老人保健計画

[基本的性格] 0老人福祉法に基づく福祉の措置の総 0老人保健法に規定する機能司l練及び
合的な実施に関する計画 訪問指導等の笑施に関する計画

[策定内容] ①人口構成(総数、 65歳以上人口、 75歳以上人口)、②高齢者のいる世帯の状
1現状把握 況(単独世帯、夫婦世帯、同居世帯)、

②寝たきり、痴呆等の要介護老人の人数、障害の程度、介護の実態(在宅、特
養、老健施設、病院等)、④住居の状況、⑤高齢者の受診状況・疾病構造、

⑥就業構造等

2.サービスの ①ホームヘノレバー、デイサービス、 ①機能訓練、訪問指導及び健康教育
実施の現況 ショートステイ等の実施状況 の実施状況

②特別養護老人ホーム等への入所措置 ②老人保健施設、保健センタ一等の整
の実施状況 備状況

③老人福祉施設の整備状況
④マンパワーの確保の状況
⑤シルパーサービス、住民参加型サー

ピス等の実施状況

3.サービスの ①目標年次
実施の目標 ②目標年次における65歳以上人口等の経済・社会状況(1の現状把握に対応す

るもの)の推計

③サービスの実施の目標 ③サービスの実施の目標
在宅福祉サービス、施設福祉サー 福祉サービスとのバランスを考慮

ビスのバランスを考慮し、国の定め しつつ、対象者の状況に応じた必要
る標準を参酌して、対象者の状況に なサ}ピス量を設定
応じた必要なサービス量を設定 ア.機能訓練 総量00人・日分

ア.ホームヘルパー イ.訪問指導 総量00人・時間分
総量00人・時間分 ウ.寝たきり予防、健康教育等

イ.デイサービス 開催回数00回
総量00人・日分

ウ.ショートステイ
総量00人・日分

エ.特別養護老人ホーム等への入所措
置 00人

4.サービスの ①特別養護老人ホーム、デイサービス ①老人保健施設、事業の実施施設等
提供体制の センタ一等の整備及び体制の確保方 の整備
確保 法 ②マンパワーの確保

②マンパワーの確保方策 看護婦、保健婦等
(ホームヘルパ一、ソーシャルワー

カー、寮母等)

5その他 ①医療施設、医療サービスとの連携に関する事項
②シルバーサービス、住民参加型サービス等との連携に関する事項

③社会参 同等一対策調l
する事項

一一
|④地域福祉活動推進に関する事項
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平成二年老人福祉法等改正の立法過程

〈資料3D都道府県老人保健福祉計画のスケルトン(案)

老人福祉計画 老人保健計画

[基本的性格] 0老人福祉法に基づく福祉の措置(福 0老人保健法に規定する機能訓練及び
祉サービス川こ関する事業の供給実施 訪問指導等のヘルス事業の供給体制
に必要な体制の確保に関する計画 の確保並びに老人保健施設の整備に

関する計画

[策定内容] 0地域における実情を勘案して、広域的に指導調整等を図るべき保健福祉圏を
1.保健福祉圏 g設定。(医療計画の医療圏・広域市町村圏と整合性を考慮する。)
の設定

2.現状把握 4傑1健福祉圏現状把握

(圏域毎、全体) t①人口構成(総数、 65歳以上人口、 75歳以上人口)、②高齢者のいる世帯の状
i 況.(単独世橋、夫婦世帯、同居世帯)、③住居の状況、④寝たきり、痴呆等
l m要介護老人の人数(在宅、特養、老健施設、病院等)要介護老人の障害

の程度、介護の実態、⑤高齢者の受診状況・疾病構造、⑥就業構造等

3.サービスの ⑥ホームヘルパー、デイサービス、 ①機能訓練、訪問指導及び健康教育
実施の現況 ショートステイ等の実施状況 の実施状況

(圏域毎、全体) ②特別養護老人ホーム等への入所指置 ②老人保健施設、保健センタ一等の整
の実施状況 備状況

③老人福祉施設の整備状況
④マンパワーの確保の状況
⑤シルバーサービス、住民参加型サー

ピス等の実施状況

3サービスの ①目標年次
実施の目標 ②目標年次における65歳以上人口等の経済・社会状況(1の現状把握に対応す

(圏域毎、全体) るもの)の推計

③サービスの実施の目標 ③サービスの実施の目標
各市町村福祉計画による必要な 各市町村保健計画による必要な

サービス量の積上げ サービス量の積上げ

4.サービスの ①各保健福祉圏での老人福祉施設の整 ④各保健福祉圏での老人保健施設等の
供給体制の 備量の目標(都道府県全体も作成) 整備量の目標(都道府県全体も作
整備 及び保健福祉圏で広域的機能を確保 成)

(圏域毎、全体) するための施設相互間の連携の方法 圏域でのバランスを考慮した施設
圏域でのバランスを考慮した施設 の適正配置

の適正配置 ア.老人保健施設
ア.特別養護老人ホーム Oか所 Oか所(保健福祉圏ごとに記載)
イ.デイサービスセンター、在宅介護 イ.機能訓練会場
支援センター 0か所 0か所(保健福祉圏ごとに記載)

ウ.ケアハウス 保健所、健康増進センター、老人
②マンパワーの確保(研修等も含む。) 保健施設
ア.ホームヘルパ一等 ウ.寝たきり予防、健康教育等

0人(研修計画) 開催回数00回
イ.ケースワーカー ⑤マンパワーの確保(研修等も含む。)

0人(研修計画) 看護婦、保健婦、理学療法士、
作業療法士等 0人

5.その他 ①社会参加活動等の生きがい対策に関する事項
②地域福祉活動推進に関する事項

③シルパーサービス、住民参加型サー
ビス等との連携に関する事項

④医療施設、医療サービスとの連携に
関する事項
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