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❖
│
│
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
意
味

地
域
包
括
ケ
ア
が
今
回
改
正
さ
れ
た
介
護
保
険
法
で
法
定
化
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
第
五
条
に
付
加
さ
れ

た
第
三
項
は
、
介
護
保
険
の
給
付
の
規
定
以
外
の
こ
と
が
た
く
さ
ん
書
か
れ
て
い
る
条
文
で
、
読
め
ば
読

む
ほ
ど
面
白
い
。
こ
の
こ
と
は
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
ご
承
知
の
よ
う
に
「
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
」
の
中
で
、
医
療
と
介
護
の
方
向
性
を
、

と
り
わ
け
長
期
ケ
ア
に
つ
い
て
は
、
医
療
か
ら
介
護
へ
、
施
設
か
ら
地
域
へ
と
、
は
っ
き
り
し
た
道
筋
が

見
え
て
き
ま
し
た
。
こ
の
考
え
方
は
社
会
保
障
制
度
改
革
国
民
会
議
の
議
論
で
も
踏
襲
さ
れ
る
は
ず
で

す
。
こ
の
よ
う
に
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
は
介
護
保
険
の
論
議
か
ら
始
ま
り
、
医
療
介
護
の
改

革
を
主
導
す
る
政
策
概
念
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
い
い
か
え
る
と
、
長
期
ケ
ア
を
中
心
に
、
従
来
型
の
病
院
や
施
設
へ
の
依
存
か
ら
、
地
域
包
括

ケ
ア
に
よ
る
対
応
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
方
向
性
を
ニ
ー
ズ
が
急
増
す
る
都
市
部
で
、
ど
の
よ

う
に
構
築
し
て
い
く
の
か
と
い
う
の
が
大
き
な
課
題
で
す
。

地
域
包
括
ケ
ア
と
い
う
概
念
を
初
め
て
提
起
し
た
の
は
、
広
島
県
御
調
町
（
現
在
は
尾
道
市
）
の
山
口

昇
先
生
の
い
わ
ゆ
る
〝
み＊

つ
ぎ
モ
デ
ル
〟
で
す
。
公
立
み
つ
ぎ
総
合
病
院
は
、
国
民
健
康
保
険
直
営
の
医

療
機
関
で
、
一
元
的
な
医
療
の
提
供
主
体
で
す
。
し
か
も
町
の
行
政
部
局
と
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
故

＊みつぎモデル
山口昇『実録寝たきり老人ゼロ作戦』（2012年 ぎょうせい刊）に、この経緯が詳しく述べ
られている。
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に
、
福
祉
・
介
護
の
ト
ー
タ
ル
ケ
ア
と
い
う
か
、
い
わ
ゆ
る
包
括
的
ケ
ア
を
一
元
化
で
き
る
、
そ
う
い
う

基
本
的
な
条
件
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
都
市
部
に
は
そ
の
よ
う
な
条
件
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
体
が
多
元
的
に
分
立

し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
動
様
式
で
動
い
て
い
る
。
多
様
な
事
業
体
が
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
で
行
動
し
、
部
分
最

適
を
め
ざ
す
た
め
、
結
果
と
し
て
体
系
化
は
約
束
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
多
様
な
事
業
体
が
そ
れ
ぞ
れ
3
の
事
業
の
利
害
を
集
約
す
る
業
界
団
体
に
組
織
化
さ
れ
、
既

得
の
利
害
を
維
持
す
る
べ
く
、
自
分
た
ち
の
利
害
に
抵
触
す
る
と
見
な
さ
れ
る
政
策
に
は
抵
抗
す
る
の
が

常
で
す
。「
病
院
の
世
紀
の
理
論
」
を
書
い
た
猪＊

飼
周
平
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
事
業
体
の

多
く
は
私
的
所
有
原
理
で
動
い
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
私
的

利
害
が
制
約
と
な
り
、
シ
ス
テ
ム
の
転
換
を
行
う
の
が
非
常
に
難
し
く
な
る
。
転
換
す
る
た
め
に
は
、
コ

ス
ト
が
か
か
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
問
題
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
医
療
や
介
護
の
政
策
推
進
だ
け

で
な
く
、
す
べ
て
の
領
域
で
、
重
要
な
課
題
で
す
。
こ
の
よ
う
な
既
得
権
益
を
維
持
す
る
た
め
の
財
政
支

出
が
膨
大
な
財
政
赤
字
の
一
つ
の
要
因
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

医
療
や
介
護
領
域
で
は
、
望
ま
し
い
方
向
に
誘
導
す
る
政
策
手
段
は
、
診
療
報
酬
や
介
護
報
酬
と
医
療

や
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
政
策
的
改
変
で
す
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
大
き
な
改
革
に
は
不
十
分
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

経
済
成
長
の
時
代
に
は
、
そ
の
果
実
を
社
会
保
障
に
振
り
向
け
、
社
会
保
険
制
度
の
も
と
で
サ
ー
ビ
ス

提
供
基
盤
が
整
備
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
体
が
果
実
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
の
整
備
に

＊猪飼周平『病院の世紀の理論』（2010年 有斐閣）。
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大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
の
成
功
モ
デ
ル
自
身
が
重
荷
に
な
る
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
す
。

❖
│
│
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス

昨
年
度
か
ら
、
厚
生
労
働
省
の
老
健
事
業
の
補
助
金
で
、
高
齢
者
住
宅
財
団
が
研
究
調
査
を
行
い
ま
し

た
。
高
齢
者
の
、
低
所
得
・
単
身
・
要
介
護
高
齢
者
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
、
報＊

告
書
を
公
表
し
ま
し

た
。
そ
の
研
究
の
結
論
と
し
て
、「
地
域
居
住
支
援
法
」
の
よ
う
な
法
制
を
提
案
し
、
低
所
得
高
齢
者
に

つ
い
て
も
、
地
域
で
の
居
住
継
続
が
可
能
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
、
そ
の
た
め
の
制
度
的
整
備
が
不

可
欠
で
あ
る
と
い
う
提
案
を
し
ま
し
た
。

そ
の
研
究
で
我
々
が
参
考
に
し
た
の
は
、
生
活
困
窮
者
の
た
め
の
包
括
的
支
援
を
実
践
し
、
実
績
を
あ

げ
て
い
る
「
ふ
る
さ
と
の
会
」
と
い
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
で
す
。
こ
の
「
ふ
る
さ
と
の
会
」
を
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と

し
て
見
る
と
、
い
わ
ゆ
る
貧
困
ビ
ジ
ネ
ス
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
生
活
保
護
の
生
活
扶
助
と
住
宅
扶
助
を
組

み
合
わ
せ
、
さ
ら
に
介
護
保
険
や
障
害
者
福
祉
の
制
度
的
給
付
を
う
ま
く
使
う
と
、
支
援
が
持
続
的
継
続

的
な
事
業
と
し
て
成
り
立
つ
わ
け
で
す
。

こ
れ
が
貧
困
ビ
ジ
ネ
ス
と
異
な
る
の
は
、
そ
の
事
業
活
動
を
透
明
性
を
持
っ
て
社
会
に
公
開
す
る
と
い

う
こ
と
を
ポ
リ
シ
ー
と
し
て
実
現
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

社
会
貢
献
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
事
業
化
す
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
自
己
完
結

的
に
社
会
保
障
給
付
を
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
の
よ
う
に
吸
い
上
げ
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
２
つ
の
ベ
ク
ト
ル

＊高齢者住宅財団『低所得者の住宅確保と介護施設の将来像に関する調査検討』（平成23年
度）および、『低所得者の住宅確保に関する調査検討』（平成24年度）。

　いずれも　http://www.koujuuzai.or.jp/html/page01_03_01.html　で入手できる。
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が
あ
り
ま
す
が
、
前
者
が
、「
ふ
る
さ
と
の
会
」
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
で
す
。
こ
の
「
ふ
る
さ
と
の
会
」

に
つ
い
て
は
、
の
ち
ほ
ど
触
れ
ま
す
。

実
は
、
精
神
病
院
な
ど
の
医
療
法
人
も
、
施
設
経
営
型
の
社
会
福
祉
法
人
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
も
社
会

保
障
給
付
を
活
用
し
て
事
業
展
開
を
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
す
。
拘
束
を
し
、
不
必
要
な
多
量

の
薬
剤
を
投
与
し
て
収
益
を
上
げ
た
り
、
相
部
屋
の
雑
居
部
屋
特
養
な
ど
は
、
実
は
貧
困
ビ
ジ
ネ
ス
と
同

等
の
も
の
で
す
。

介
護
保
険
で
は
営
利
企
業
が
参
入
し
ま
し
た
が
、
市
場
原
理
で
動
こ
う
が
、
非
営
利
で
動
こ
う
が
、
こ

れ
か
ら
は
、
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
、
つ
ま
り
持
続
可
能
な
供
給
シ
ス
テ
ム
を
ど
う
作
る
か
、
と
い
う
こ
と
が

課
題
に
な
り
ま
す
。
収
益
優
先
と
い
う
よ
り
も
、
営
利
企
業
で
も
非
営
利
企
業
で
も
、
国
民
の
負
担
に
よ

る
社
会
保
障
給
付
に
よ
っ
て
事
業
活
動
を
行
っ
て
い
る
以
上
は
、
事
業
の
持
続
可
能
性
を
確
保
し
な
が

ら
、
事
業
展
開
を
す
る
と
い
う
意
味
で
、
社
会
企
業
的
な
性
格
が
ま
す
ま
す
必
要
に
な
り
ま
す
。

日
本
で
は
、
既
存
の
医
療
法
人
や
社
会
福
祉
法
人
が
社
会
保
障
給
付
を
、
む
し
ろ
営
利
的
に
利
用
し
、

行
動
し
て
き
た
と
い
う
逆
説
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

❖
│
│
包
括
的
支
援
を
実
現
す
る
事
業
体
の
イ
メ
ー
ジ

日
本
で
は
、
医
療
と
福
祉
と
住
宅
の
制
度
体
系
が
そ
れ
ぞ
れ
に
分
断
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
今
後
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ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
大
き
な
課
題
で
す
。

な
ぜ
な
ら
ば
包
括
的
支
援
の
シ
ス
テ
ム
は
、

ま
さ
に
医
療
福
祉
介
護
居
住
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス

が
切
れ
目
な
く
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
か

ら
で
す
。

関
東
大
震
災
の
復
興
の
と
き
に
組
織
さ
れ
た

有
名
な
同
潤
会
に
は
、
社
会
事
業
部
と
い
う
の

が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
東
京
大
学
大
学
院
の
大
月
敏
雄
准
教

授
が
提
供
し
て
く
だ
さ
っ
た
資
料
で
す
が
、
震

災
復
興
で
手
が
け
ら
れ
た
不
良
住
宅
改
良
の
事

例
で
す
（
図
１
）。

ま
ず
店
舗
併
用
住
宅
を
作
り
、
そ
の
隣
に
授

産
場
と
託
児
所
が
あ
り
あ
ま
す
。
こ
れ
と
近
接

し
て
、
病
院
が
建
設
さ
れ
、
中
心
部
に
善
隣
館

と
い
う
の
が
位
置
し
て
い
ま
す
。

善
隣
館
と
い
う
の
は
、
金
沢
市
に
残
っ
て
い

ま
す
が
、
生
活
に
困
窮
し
た
人
々
の
救
済
を
行

【図１】近代（戦前期）の仮設住宅・復興住宅の経験＜昭和＞

同潤会による、猿江裏町不良住宅地区改良事業（昭和2年）
善隣館（医務室、講堂、図書室等）

保育園
隣地に、あそか病院

中庭に、ござ工場（授産施設、ござ・畳の生産）

善隣館

保育園

店舗併用住宅

あそか病院

ござ工場
（中村寛

「住宅経営」
『高等建築学
第25巻』
常盤書房
1934）

近代（戦前期）の仮設住宅・復興住宅の経験＜昭和＞

6
東京大学大月敏雄准教授提供資料

13年5月16日木曜日
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う
拠
点
と
し
て
、
町
内
単
位
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
、
金
沢
市
で
は
、
保
育
所
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
を
経
営
す
る
社
会
福
祉
法
人
の
名
称
と
し
て
、
今
日
ま
で
こ
の
名
前
が
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
善
隣
館
は
、
今
日
で
い
う
と
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
横
に
病
院
が
あ

る
。
つ
ま
り
、
住
宅
、
住
ま
い
、
就
労
、
生
活
の
場
と
し
て
の
住
ま
い
、
地
域
生
活
の
拠
点
と
し
て
の
善

隣
館
が
中
心
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
注
目
す
べ
き
点
で
す
。

最
近
は
、
衣
食
住
に
代
え
て
、
医
職
住
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
始
め
て
い
ま
す
が
、
ま
さ
に
包
括
的
支

援
の
理
念
が
制
度
が
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
社
会
事
業
の
時
代
に
実
現
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
社
会
福
祉
法
人
と
医
療
法
人
と
住
宅
供
給
法
人
を
統
合
し
た
よ
う
な
社
会
企

業
体
と
も
い
う
べ
き
事
業
体
が
、
ケ
ア
と
住
居
を
一
体
的
に
提
供
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
社
会
企
業

体
が
地
域
包
括
ケ
ア
の
実
現
の
た
め
に
は
必
要
だ
と
考
え
ま
す
。

私
ど
も
は
、
こ
の
よ
う
な
包
括
的
支
援
を
実
施
し
て
い
る
事
業
体
を
「
地＊

域
善
隣
事
業
体
」
と
い
う
名

前
で
提
案
し
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
夢
の
ま
た
夢
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
に
近
い
原
初
的
な
形
態
と

し
て
、「
ふ
る
さ
と
の
会
」
の
実
践
が
あ
る
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

大
都
市
で
は
、
や
は
り
社
会
福
祉
法
人
に
は
限
界
を
感
じ
ま
す
。
東
京
都
で
社
会
福
祉
法
人
改
革
に
何

年
も
か
か
わ
り
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
優
良
と
い
わ
れ
て
い
る
社
会
福
祉

法
人
の
理
事
長
に
「
な
ぜ
小
規
模
多
機
能
居
宅
介
護
を
手
が
け
な
い
の
か
」
と
尋
ね
た
ら
、「
収
益
が
上

が
ら
な
い
か
ら
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

＊地域善隣事業体
前記の高齢者住宅財団2012年度報告書を参照。
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実
は
、
社
会
福
祉
法
人
は
、
最
近
話
題
に
な
っ
た
よ
う
に
、
収
支
差
を
積
み
立
て
て
巨
額
の
資
金
を
丸

抱
え
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
非
課
税
法
人
の
特
権
を
む
さ
ぼ
る
よ
う
な
社
会
福
祉
法
人
の
改

革
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
困
難
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。

大
阪
の
老
人
施
設
協
議
会
は
、
資
金
を
拠
出
し
合
っ
て
社
会
貢
献
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の

よ
う
な
試
み
が
一
般
化
し
な
い
も
の
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

❖
│
│
人
口
の
長
期
動
向
と
超
高
齢
化
の
予
言
の
書

と
こ
ろ
で
、
東
日
本
大
震
災
と
阪
神
・
淡
路
大
震
災
は
、
日
本
の
人
口
の
転
換
点
で
起
こ
っ
た
象
徴
的

な
出
来
事
で
し
た
。
人
口
減
少
社
会
に
お
け
る
初
め
て
の
大
き
な
災
害
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

戦
後
50
年
は
、
実
は
例
外
的
な
静
謐
期
で
、
こ
の
と
き
に
高
度
経
済
成
長
が
可
能
に
な
っ
た
。
高
度
経

済
成
長
が
進
ん
だ
基
礎
的
要
件
は
、
静
謐
期
だ
っ
た
か
ら
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
こ
と
に
注
意
す
る
人
は
殆
ど
い
な
い
よ
う
で
す
（
図
２
）。

し
か
し
、
過
去
の
歴
史
を
ふ
り
返
れ
ば
、
ほ
ぼ
半
世
紀
に
一
度
の
サ
イ
ク
ル
で
震
災
の
多
発
期
が
あ
っ

た
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
見
れ
ば
、
し
ば
ら
く
は
震
災
の
多
発
期
に
な
る
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

人
口
減
少
社
会
の
中
で
、
今
ま
で
我
々
が
前
提
に
し
て
い
た
シ
ス
テ
ム
が
疑
わ
し
く
な
っ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
政
治
と
い
う
の
は
再
分
配
で
す
か
ら
、
成
長
を
前
提
と
し
た
政
策
に
狂
奔
す
る
。
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そ
う
な
り
ま
す
と
、
我
々
の
社

会
の
サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
と

は
何
か
を
問
い
直
さ
ざ
る
を
得

な
い
と
思
い
ま
す
が
、
残
さ
れ

た
時
間
は
、
人
口
高
齢
化
や
震

災
の
こ
と
を
考
え
て
も
ご
く
わ

ず
か
で
す
。

サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
問
題

の
裏
に
あ
る
の
が
、
75
歳
以
上

２
０
０
０
万
人
時
代
で
す
（
１

２
２
頁
／
図
３
）。
こ
の
図
に

は
過
去
の
高
齢
者
関
係
の
ト

ピ
ッ
ク
ス
も
付
け
加
え
て
あ
り

ま
す
の
で
、
高
齢
化
の
ど
の
段

階
で
、
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
っ

た
か
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

１
９
７
２
年
に
出
版
さ
れ
た

有
吉
佐
和
子
の
「
恍
惚
の
人
」

【図２】我が国の人口は長期的には急減する展開に

福井大地震
東南海地震
鳥取地震
南海地震
三河地震

阪神淡路大震災 東日本大震災

関東大震災関東大震災
昭和三陸地震

明治三陸地震

安政伊賀地震
安政東海地震、安政南海地震

安政江戸地震

元禄江戸地震
宝永地震

慶長地震　会津地震　慶長三陸地震

天正地震
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を
受
け
て
、
１
９
７
４
年
に
大
阪
医
科
大
学
の

公
衆
衛
生
学
の
教
授
を
務
め
て
い
た
吉
田
寿
三

郎
医
師
が
「
日＊

本
老
残
～
20
年
後
の
長
命
地

獄
」
と
い
う
本
を
書
い
て
い
ま
す
。
当
時
、
こ

の
種
の
本
と
し
て
は
多
く
の
読
者
を
得
ま
し
た
。

「
恍
惚
の
人
」
の
は
し
が
き
の
「
茂
造
（
主

人
公
）と
い
う
自
然
の
淘
汰
に
反
抗
し
た
存
在
」

と
い
う
表
現
に
着
目
し
た
吉
田
医
師
は
、
認
知

症
高
齢
者
な
ど
の
「
死
ぬ
に
死
ね
な
い
高
齢

者
」
の
急
増
が
も
た
ら
す
個
人
の
苦
し
み
と
社

会
の
負
荷
に
つ
い
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
ま
す
。

１
９
７
０
年
代
、
75
歳
以
上
が
２
０
０
万
人

位
し
か
い
な
か
っ
た
時
代
に
、
20
年
後
の
日
本

は
大
変
な
こ
と
に
な
る
と
予
言
し
て
い
る
。
今

や
２
０
２
５
年
に
は
、
高
齢
者
は
当
時
の
10

倍
、
２
０
０
０
万
人
に
な
り
ま
す
か
ら
、
ま
さ

に
日
本
の
超
高
齢
化
の
重
み
を
指
摘
し
た
先
駆

的
な
書
物
で
す
。

【図３】75歳以上人口の推移

老人福祉法
老人保健法

介護保険改正・後期高齢者医療制度

4.9 5.3 5.7 6.3 7.1 7.9 9.1 10.3 12.0 14.5 17.3 19.9 22.5 26.0 27.8 28.7 29.6 30.9 33.2 34.7 35.7

高齢者保健福祉十カ年戦略
需要拡大と

費用抑制の両立
給付重点化

老人問題が社会
問題に

介護の社会化
の合意 財政危機

介護保険制度導入高齢者施策
推進期

資料：2005年までは総務省統計局「国勢調査」、2010年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）」
65 歳以上人口比（％）

＊「日本老残～20年後の長命地獄」
本書は、小学館から創造選書のシリーズの一冊として刊行された。
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こ
の
書
物
が
発
刊
さ
れ
て
20
年
後
に
は
、
介
護
保
険
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
普
遍
的
な
社
会
保
険
と
し

て
の
介
護
保
険
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
介
護
の
問
題
が
国
民
全
体
の
問
題
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。

75
歳
以
上
の
高
齢
者
が
２
０
０
０
万
人
と
い
う
時
代
は
、
さ
ら
に
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
が
後
期
高
齢
期
に
な

る
２
０
５
０
年
代
ま
で
続
く
わ
け
で
す
。
団
塊
の
世
代
は
、
そ
れ
な
り
に
資
産
蓄
積
を
し
た
世
代
で
す
か

ら
、
ま
だ
逃
げ
切
れ
る
。

問
題
は
、
そ
の
次
の
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
で
す
。
非
婚
率
が
も
の
す
ご
く
上
が
っ
て
お
り
、
子
供
の
数
も
減

少
し
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
非
正
規
雇
用
が
拡
大
し
た
世
代
で
す
。
こ
の
こ
と
に
視
野
を
お
き
な
が
ら
議

論
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
さ
に
国
家
百
年
の
計
が
必
要
で
す
。

高
度
経
済
成
長
時
代
の
標
準
的
な
モ
デ
ル
で
は
、
大
体
35
歳
で
持
ち
家
を
取
得
し
ま
す
。
ロ
ー
ン
を
20

年
と
か
、
め
い
っ
ぱ
い
組
ん
で
家
を
取
得
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
す
が
、
デ
ー
タ
を
見
て
お
り
ま
す

と
、
最
近
は
そ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
人
が
減
少
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。

親
の
資
産
を
受
け
継
げ
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
非
婚
、
非
持
ち
家
、
非
兄
弟
・
姉

妹
、
要
す
る
に
一
人
っ
子
、
二
人
っ
子
の
、
な
い
な
い
尽
く
し
の
世
代
が
２
０
５
０
～
60
年
に
出
現
す
る

都
市
の
高
齢
者
で
す
。

団
塊
の
世
代
は
、
そ
れ
な
り
に
自
助
努
力
が
可
能
で
す
か
ら
、
ま
だ
対
応
可
能
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
先

程
も
言
い
ま
し
た
が
、
問
題
は
、
そ
の
次
の
世
代
を
ど
う
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
そ
の

ボ
リ
ュ
ー
ム
が
巨
大
だ
け
に
、
相
当
早
く
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
は
ず
な
の
で
す
が
、
日
本
は
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早
く
考
え
る
と
い
う
の
は
不
得
意
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
含
め
て
、
こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
か

と
い
う
議
論
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
り
て
い
に
言
え
ば
、
こ
の
団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
を
泉
下
に
送
り
込

ん
だ
あ
と
は
、
人
口
は
縮
減
す
る
が
安
定
し
た
社
会
に
な
り
ま
す
。

実
は
そ
の
頃
、
韓
国
、
中
国
、
イ
ン
ド
な
ど
の
国
々
が
日
本
が
辿
っ
た
高
齢
化
の
経
験
を
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
、
ま
さ
に
日
本
は
世
界
最
先
端
の
実
験
国
家
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
は
１
９
４
４
年
生
ま
れ
で
す
か
ら
、
２
０
３
０
年
ま
で
は
生
き
て
い
な
い
と
思
い
つ
つ
、
し
か
し
、

コ
ン
パ
ク
ト
に
な
っ
た
日
本
が
ど
う
な
る
か
、
21
世
紀
の
初
頭
に
は
日
本
は
江
戸
時
代
の
人
口
規
模
に
戻

る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ど
ん
な
社
会
に
な
っ
て
い
る
か
を
見
極
め
た
い
と
い
う
社
会
学
者
と
し
て

の
願
望
が
あ
り
ま
す
。

介
護
保
険
と
い
う
の
は
、
高
齢
者
が
９
０
０
万
人
位
の
と
き
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
世

の
中
的
に
は
、
ど
う
も
75
歳
高
齢
人
口
は
、
せ
い
ぜ
い
１
０
０
０
万
人
位
し
か
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
前
提
で
、
い
ろ
い
ろ
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

大
都
市
、
都
道
府
県
の
75
歳
以
上
人
口
数
の
デ
ー
タ
と
し
て
、
埼
玉
、
東
京
、
神
奈
川
、
愛
知
、
大
阪

な
ど
を
中
心
に
、
こ
れ
か
ら
が
大
都
市
高
齢
化
の
時
代
で
す
（
図
４
）。

65
歳
以
上
の
人
口
で
高
齢
者
を
見
る
の
は
、
も
し
か
し
た
ら
不
適
切
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
高
齢
者
白
書

で
も
、
75
歳
以
上
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
吉
田
寿
三
郎
先
生
は
、
老
い
て
ま
す
ま
す
盛
ん
な
「
老
勢
期
」

と
、
衰
退
す
る
「
老
衰
期
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
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【図４】大都市都道府県の75歳以上人口（単位1000人）
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１
９
７
０
年
代
に
高
齢
化
社
会
の
研
究
を
始
め
た
当
時
、
東
大
に
渡
邊
茂
先
生
と
い
う
工
学
部
の
先
生

が
い
ら
し
て
、「
高
齢
化
問
題
の
要
諦
は
、
老
人
非
行
を
ど
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
か
」
だ
と
。
金
を

持
っ
て
い
て
時
間
し
か
な
い
高
齢
者
が
、
な
す
こ
と
が
な
け
れ
ば
非
行
に
走
る
、
そ
れ
を
何
と
か
し
な
け

れ
ば
い
か
ん
、
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ま
だ
研
究
者
の
仮
免
だ
っ
た
私
に
は
、
大

変
印
象
的
で
し
た
。
ま
さ
に
今
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
現
実
に
な
っ
て
い
ま
す
。

❖
│
│
地
域
を
踏
ま
え
た
長
期
展
望
の
必
要
性

65
歳
以
上
の
リ
タ
イ
ア
し
た
人
た
ち
を
、
ど
う
い
う
風
に
社
会
的
に
活
用
す
る
か
。
こ
れ
は
高
齢
者
の

居
場
所
づ
く
り
の
課
題
で
す
。
平
成
24
年
度
の
高
齢
者
白
書
の
た
め
に
「
高＊
１

齢
者
の
居
場
所
と
出
番
の
調

査
」
と
い
う
の
を
実
施
し
、
い
ろ
い
ろ
な
事
例
を
収
集
し
、
掲
載
し
て
い
ま
す
が
、
や
は
り
65
歳
高
齢
者

に
様
々
な
社
会
活
動
を
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
の
を
前
提
と
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
ち
ょ
っ

と
手
遅
れ
で
は
、
と
い
う
気
も
し
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
い
ろ
い
ろ
な
面
白
い
活
動
を
高
齢
者
た
ち
が
作
り

出
し
て
い
る
こ
と
が
こ
の
報
告
を
み
る
と
明
ら
か
で
す
。

次
に
お
見
せ
す
る
の
は
、
国
交
省
と
国
土
政
策
局
が
行
っ
た
推＊
２

計
の
結
果
の
一
部
で
す
。

大
都
市
の
問
題
の
裏
に
は
、
や
は
り
過
疎
地
と
そ
う
で
な
い
都
市
部
で
、
地
域
性
を
も
っ
て
高
齢
化
が

極
端
に
進
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
２
０
５
０
年
ま
で
に
日
本
の
国
土
が
ど
う
な
る
か
、
と
い
う
の
を

国
土
政
策
審
議
会
で
長
期
展
望
の
議
論
と
し
て
行
い
、
東
日
本
大
震
災
の
１
ヵ
月
ほ
ど
前
に
中
間
報
告
が

＊１　内閣府『平成23年度高齢者の居場所と出番に関する事例調査結果』
　　http://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h23/kenkyu/zentai/index.html

＊２　国土審議会『国土の長期展望　中間とりまとめ』（平成23年2月）
　　http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/kokudo03_sg_000030.html
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【図５】人口が疎になる中、国土の大部分で地域の扶助が低下
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40.5%
2.2%

17.6%
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10.9%

2.76 1.84 1.31

28

12年8月9日木曜日

出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
中
間
報
告
で
は
、
無
居
住
化
が
２
割
、

75
％
以
上
減
少
が
２
割
。
国
交
省
が
持
っ
て
い

る
１
キ
ロ
メ
ッ
シ
ュ
の
デ
ー
タ
で
、
50
年
後
に

ど
う
な
の
か
と
い
う
推
計
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

日
本
全
体
と
し
て
無
居
住
化
が
ど
ん
ど
ん
進
ん

で
い
く
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
か
ざ
る
を
得

な
い
。

言
い
換
え
る
と
、
地
域
の
扶
助
力
の
低
下
で

す
が
（
図
５
）、
と
り
わ
け
九
州
、
中
国
、
四

国
の
山
間
部
で
生
産
人
口
が
減
っ
て
い
る
わ
け

で
、
地
域
の
サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
が
と
い
う

意
味
で
は
大
き
な
問
題
を
孕
み
な
が
ら
事＊

態
が

進
行
し
ま
す
。

一
方
で
、
ご
承
知
の
よ
う
に
医
療
・
介
護

ニ
ー
ズ
は
急
激
に
大
都
市
で
増
加
す
る
。
こ
の

コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
踏
ま
え
た
議
論
が
必
要
で

す
。
し
か
し
、
一
部
で
論
議
さ
れ
て
い
る
よ
う

＊最近刊行された藻谷浩介他『里山資本主義』（2013年 角川書店）は、これらの地域での地
域再生の興味深い事例が紹介されている。
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に
、
増
加
す
る
高
齢
者
を
地
方
で
引
き
受
け
て
も
ら
う
と
い
う
よ
う
な
短
絡
的
な
議
論
は
問
題
で
す
。

図
６
（
１
２
９
頁
）
お
よ
び
図
７
（
１
３
０
頁
）
の
ブ
ロ
ッ
ク
別
の
患
者
数
や
要
介
護
認
定
者
数
の

デ
ー
タ
を
見
て
も
、
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
見
て
も
大
き
な
変
動
が
起
こ
り
ま
す
。
地
域
に
偏
在
し
て
い

る
病
院
や
施
設
は
、
成
り
立
た
な
く
な
る
。

一
方
、
都
市
部
で
は
病
床
や
施
設
の
不
足
が
進
行
す
る
。
病
院
や
施
設
な
ど
の
固
定
資
本
を
ど
う
や
っ

て
見
直
し
て
い
く
か
、
と
い
う
の
が
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
す
。

単
純
に
、
こ
れ
ら
を
温
存
す
る
た
め
に
、
大
都
市
か
ら
要
介
護
高
齢
者
や
病
気
が
ち
の
人
を
移
動
さ
せ

る
と
い
う
話
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
特
養
で
い
え
ば
、
１
９
７
０
年
代
の
建
物
は
、
建
て
替
え
の
必
要
が
起

こ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
４
人
部
屋
の
大
規
模
施
設
を
つ
く
ら
れ
た
ら
、
20
世
紀
型
の
施
設
中
心
の
ケ
ア

が
温
存
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
含
め
て
、
デ
ー
タ
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
す
。

要
介
護
認
定
者
も
２
０
３
０
年
に
ピ
ー
ク
に
な
り
、
あ
と
は
フ
ラ
ッ
ト
に
な
り
ま
す
。
地
域
別
で
ど
う

な
る
か
と
い
う
と
、
東
京
圏
な
ど
の
大
都
市
圏
は
急
増
で
す
が
、
ほ
か
の
地
域
で
は
絶
対
数
の
増
加
は
頭

打
ち
に
な
り
、
や
が
て
高
齢
者
人
口
は
減
少
傾
向
に
向
か
い
ま
す
。
恐
ら
く
、
従
来
型
の
シ
ス
テ
ム
は
、

基
本
的
に
２
０
２
５
年
位
で
賞
味
期
限
切
れ
に
な
り
ま
す
。

施
設
と
い
う
の
は
何
年
使
う
の
か
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
40
～
50
年
使
う
と
、
恐
ら
く
最
後
の
頃

に
は
、
が
ら
が
ら
に
な
る
。
病
院
も
恐
ら
く
そ
う
い
う
可
能
性
が
あ
る
。

政
治
家
が
一
番
短
期
的
で
、
事
業
経
営
者
が
そ
の
次
で
、
一
番
長
期
的
な
視
点
に
立
つ
の
は
、
実
は
行
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【
図
６
】
医
療
・
介
護
ニ
ー
ズ
の
変
化
①
患
者
数
の
推
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【
図
７
】
医
療
・
介
護
ニ
ー
ズ
の
変
化
②
要
介
護
認
定
者
数
の
推
計
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＊藻谷浩介「30年後の人口激減時代」『文藝春秋』平成25年7月号所収

政
官
だ
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
少
な
く
と
も
制
度
に
責
任
を
持
っ
て
い
る
行
政
官
の
場
合
に
限
り
ま
す

が
。
私
の
感
想
で
は
、
国
交
省
の
国
土
政
策
審
議
会
が
、
２
０
５
０
年
の
国
土
像
を
描
き
、
そ
れ
で
何
が

見
え
て
く
る
の
か
と
い
う
議
論
を
し
た
の
は
、
短
期
的
視
野
か
ら
し
か
見
な
い
政
治
主
導
な
る
も
の
に
対

す
る
抵
抗
だ
っ
た
と
感
じ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
２
０
３
０
年
以
降
、
要
介
護
者
数
は
フ
ラ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
が
人
口
減
少

と
一
緒
に
起
こ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
ど
う
す
る
か
。
こ
れ
が
大
都
市
問
題
な
の
で
す
。
大
都
市

は
、
今
ま
で
高
密
度
化
で
増
大
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
い
よ
い
よ
成

熟
し
、
縮
小
し
て
い
き
ま
す
。

私
た
ち
は
成
長
の
社
会
技
術
は
あ
る
の
で
す
が
、
縮
小
の
社
会
技
術
と
い
う
の
を
持
っ
て
い
な
い
よ
う

で
す
。
で
す
か
ら
藻＊

谷
浩
介
氏
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
成
長
の
基
盤
が
消
失
し
た
の
に
、
成
長
戦
略
に

よ
っ
て
経
済
成
長
を
求
め
る
の
は
、
短
期
的
に
は
、
バ
ブ
ル
を
起
こ
し
て
成
功
し
た
よ
う
に
見
え
ま
す

が
、
結
局
こ
の
政
策
は
失
敗
に
終
わ
り
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
サ
ー
ビ
ス
が
人
口
何
人
位
で
成
り
立
つ
か
、
と
い
う
の
を
プ
ロ
ッ
ト
し
た
図
表
が
あ
り
ま

す
（
１
３
３
頁
／
図
８
）。

た
と
え
ば
、
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
は
大
体
人
口
５
～
６
万
、フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ク
ラ
ブ
は
人
口
５
万
人
位
、
一

番
小
さ
い
と
こ
ろ
で
成
り
立
つ
コ
ン
ビ
ニ
は
２
０
０
～
５
０
０
人
い
れ
ば
成
り
立
ち
ま
す
。
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で
は
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
の
は
大
体
何
人
で
成
り
立
つ
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
含
め
て
、
地
域

の
人
口
減
少
と
と
も
に
産
業
や
サ
ー
ビ
ス
構
造
が
非
常
に
大
き
く
変
わ
る
中
で
、
ど
の
よ
う
な
ビ
ジ
ネ
ス

モ
デ
ル
を
考
え
れ
ば
い
い
か
と
い
う
議
論
が
、
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
す
。

医
療
・
介
護
は
ヒ
ュ
ー
マ
ン
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
リ
ア
ル
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
、
そ
の
地
域
に
な
く
て
は

い
け
な
い
わ
け
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
う
と
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
サ
ー
ビ
ス
そ
の
も
の
が
地
域
を
サ

ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
に
す
る
。
物
の
見
方
を
逆
に
し
た
ほ
う
が
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

❖
│
│
高
齢
者
単
独
世
帯
が
最
多
世
帯
類
型
に
な
る
時
代

今
後
、
高
齢
者
単
身
モ
デ
ル
が
標
準
モ
デ
ル
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
ど
う
い
う
発
想
を
す
る
の
か
、
対

処
の
仕
方
の
逆
転
を
起
こ
す
の
か
。
た
と
え
ば
、
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
ハ
ウ
ス
と
か
、
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
が
あ
り

ま
す
。

日
本
で
有
名
に
な
っ
た
の
が
「
パ
リ
・
ソ
リ
デ
ー
ル
」。
２
０
０
３
年
の
夏
、
パ
リ
で
一
人
暮
ら
し
の

お
年
寄
り
が
熱
中
症
で
大
勢
亡
く
な
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
で
き
た
シ
ス
テ
ム
で
、
家
を
シ
ェ
ア
し

て
、
お
年
寄
り
と
若
い
人
を
一
緒
に
住
ま
わ
せ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
パ
リ
市
が
補
助
金
を
出
し
て
い
る

と
聞
き
ま
し
た
が
、
一
定
の
条
件
の
中
で
マ
ッ
チ
ン
グ
（
同
居
の
仲
介
）
を
行
い
、
契
約
を
若
い
入
居
者

と
高
齢
者
と
の
間
に
結
び
、
も
し
折
り
合
い
が
悪
け
れ
ば
組
み
合
わ
せ
を
代
え
る
こ
と
も
す
る
よ
う
で
す
。

最
近
制
度
化
し
、
急
速
に
普
及
し
て
い
る
「
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
」
の
場
合
は
、
厚
生
年
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【
図
８
】
地
域
の
人
口
減
少
に
よ
り
、
医
療
な
ど
生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
が
困
難
な
地
域
も
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金
と
企
業
年
金
モ
デ
ル
で
入
居
す
る
こ
と
を
想
定
し
た
仕
組
み
で
す
が
、
そ
れ
な
り
に
安
価
な
も
の
も
普

及
し
始
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
一
人
で
住
む
の
で
は
な
く
て
、
複
数
の
高
齢
者
な
ど
が
シ
ェ
ア
し
て
住
む
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
も
注

目
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
住
み
こ
な
し
方
が
可
能
な
は
ず
で
す
。
現
在
の
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
専
賃

を
見
て
が
っ
か
り
す
る
の
は
、
独
身
寮
の
高
齢
者
版
み
た
い
な
設
計
を
し
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
問
題
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
、
高
齢
者
が
ど
の
よ
う
な
生
活
を
求
め
て
い
る
の
か
、
設
計
も
含
め
て
、
発
想
の
転

換
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
サ
ー
ビ
ス
付
き
高
齢
者
向
け
住
宅
は
、
住
戸
指
定
な
の
で
す
か
ら
、
若
年

の
単
身
世
帯
や
子
育
て
世
帯
も
含
め
、
共
同
型
の
住
ま
い
を
考
え
て
も
良
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

最
近
、
鹿
児
島
市
で
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
を
手
が
け
た
り
、
注
目
す
べ
き
活
動
を
展
開
し
て
い
る
堂
園
晴

彦
医
師
が
、
国
交
省
の
「
高
齢
者
・
障
害
者
・
子
育
て
世
帯
居
住
安
定
化
推
進
事
業
」
の
補
助
金
を
利
用

し
て
建
設
さ
れ
た
「N

＊A
GA

Y
A

 T
O

W
ER

」
と
い
う
賃
貸
住
宅
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
常
駐

し
、
入
居
者
間
の
調
整
も
行
え
る
よ
う
に
し
た
共
同
居
住
型
の
新
し
い
試
み
と
し
て
、
注
目
し
て
い
ま

す
。
園
田
眞
理
子
教
授
と
、「
一
人
暮
ら
し
」
か
ら
「
と
も
（
共
、
友
、
伴
）
暮
ら
し
」
へ
と
い
う
概
念

を
考
え
ま
し
た
が
、
ま
さ
に
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
「N

A
GA

Y
A

 T
O

W
ER

」
で
実
現
し
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
ろ
高
齢
単
独
世
帯
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
（
多
数
派
）
に
な
る
時
代
が
２
０
５
０
年
の
姿
で
す
。

有
名
な
看
取
り
の
場
所
に
つ
い
て
の
、
い
わ
ゆ
る
鈴
木
推
計
（
当
時
、
老
健
局
老
人
保
健
課
長
で
あ
っ

た
鈴
木
康
裕
氏
に
よ
る
推
計
）
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
医
療
機
関
、
介
護
施
設
、
自
宅
以
外
で

亡
く
な
る
「
そ
の
他
」
と
分
類
さ
れ
る
の
が
47
万
人
で
す
（
図
９
）。
新
聞
紙
風
に
言
う
と
、「
タ
ー
ミ
ナ

＊NAGAYA TOWER
http://www.nagaya-tower.com　を参照。
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【図９】看取りの場所について（現状と将来推計）

ル
ケ
ア
難
民
が
47
万
人
現
れ
た
」
と
な
り
ま
す

が
、
こ
の
推
計
は
「
今
の
シ
ス
テ
ム
で
は
う
ま

く
い
か
な
い
」
と
い
う
ア
ラ
ー
ム
を
出
し
て
い

る
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
含
め
た
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ

な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
我
々
は
議
論
す
る
と
と

も
に
新
し
い
シ
ス
テ
ム
を
創
造
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。

❖
│
│
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ケ
ア
の
展
開

世
界
最
長
の
在
院
日
数
と
人
口
あ
た
り
過
剰

な
病
床
数
で
は
、
い
よ
い
よ
持
ち
ま
せ
ん
。
病

院
を
機
能
分
化
す
る
と
い
う
政
策
方
向
が
打
ち

出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ご
承
知
の
通
り
で
す
。

従
来
の
よ
う
な
医
療
と
福
祉
を
相
互
排
除
的
に

完
結
さ
せ
る
と
い
う
議
論
は
終
わ
り
、
相
互
関

連
を
踏
ま
え
て
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
を
構

○将来推計（2030年時点）の仮定
　医療機関：病床数の増加なし
　介護施設：現在の２倍を整備
　自宅死亡：1.5倍に増加
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実績 推計

その他
約47万人

介護施設
約9万人
自宅
約20万人

※介護施設は老健、老人ホーム【出典】
2006年（平成18年）までの実績は厚生労働省「人口動態統計」
2007年（平成19年）以降の推計は国立社会保障・人口問題研究所「人口統計資料集（2006年度版）」から推定

2006年　死亡者数　1,084千人
65歳以上　896千人
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築
す
る
と
い
う
政
策
が
出
て
き
た
わ
け
で
す
。

先
ほ
ど
、
介＊

護
保
険
法
第
５
条
第
３
項
は
、
読
め
ば
読
む
ほ
ど
面
白
い
条
項
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、

要
す
る
に
保
険
給
付
に
係
る
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
及
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
セ
ッ
ト
が
１
つ
あ
る
。

も
う
１
つ
は
、
要
介
護
状
態
に
対
す
る
予
防
軽
減
の
施
策
、
そ
れ
か
ら
地
域
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常

生
活
の
支
援
の
た
め
の
施
策
。
こ
れ
は
介
護
保
険
給
付
と
、
介
護
保
険
給
付
外
の
介
護
保
険
に
か
か
わ
る

も
の
と
医
療
及
び
居
住
に
関
す
る
施
策
を
連
携
さ
せ
る
。

医
療
計
画
が
都
道
府
県
単
位
に
策
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
在
宅
医
療
が
中
心
と
な
る
時
代
で
は
、
こ
れ

を
市
町
村
お
よ
び
日
常
生
活
圏
レ
ベ
ル
で
、
ど
の
よ
う
な
計
画
を
策
定
す
る
か
、
と
い
う
課
題
が
浮
上
し

て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
の
市
町
村
の
医
療
対
策
、
医
師
会
対
策
で
し
か
な
か
っ
た
わ
け
で
す
か

ら
、
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
組
み
替
え
て
い
く
の
か
。

地
方
公
共
団
体
の
政
策
的
力
量
が
こ
う
い
う
規
定
に
耐
え
得
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
の
は
非
常
に
大

き
な
論
点
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
課
題
を
浮
上
さ
せ
る
条
文
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
居
住
に
か
か
わ
る
施
策
も
市
町
村
ま
で
は
及
ん
で
い
ま
せ
ん
。
基
礎
自
治
体
レ
ベ
ル
で
の
政
策

能
力
と
日
常
生
活
圏
レ
ベ
ル
で
の
基
盤
整
備
の
手
法
の
開
発
が
、
介
護
保
険
事
業
計
画
同
様
、
医
療
と
居

住
の
分
野
で
必
要
に
な
っ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

と
こ
ろ
で
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ケ
ア
」
は
、
１
９
７
０
年
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
登
場
し
た
概
念
で
す
。
そ

れ
は
理
念
で
あ
り
、
制
度
で
あ
り
、
処
遇
の
方
法
論
で
も
あ
り
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
＊
ピ
ー
タ
ー
・

タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
と
い
う
社
会
学
者
が
、
１
９
６
２
年
に
「
最
後
の
拠
り
所
」
と
い
う
本
の
中
で
、
施
設
ケ

＊介護保険法第5条第3項
国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サー
ビスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の
防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居
住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。



137

３章　大都市型高齢化時代における介護保険と地域包括ケア

＊Peter Townsend
“The last refuge: a survey of residential institutions and homes for the aged in 
England and Wales” London: Routledge and K. Paul, 1962

ア
に
つ
い
て
の
膨
大
な
調
査
の
結
果
を
報
告
し
て
い
ま
す 

。
施
設
ケ
ア
は
、
い
か
に
人
々
の
生
活
を
制

約
し
、
自
立
心
を
損
な
い
、
管
理
的
な
処
遇
の
中
で
不
適
切
な
結
果
を
も
た
ら
す
か
と
い
う
こ
と
を
徹
底

的
に
暴
き
出
し
た
本
で
す
。
も
っ
と
も
こ
の
施
設
は
個
室
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
よ
う
な
指
摘
が
行

わ
れ
、
こ
の
エ
ビ
デ
ン
ス
の
説
得
力
が
脱
施
設
化
の
流
れ
を
創
り
出
し
ま
す
。

そ
れ
と
、
精
神
疾
患
の
人
々
の
病
院
で
の
長
期
処
遇
か
ら
く
る
ホ
ス
ピ
タ
リ
ズ
ム
へ
の
反
省
が
あ
い

ま
っ
て
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ケ
ア
」
と
い
う
理
念
と
方
法
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

20
世
紀
の
初
頭
に
、
様
々
な
社
会
改
革
の
基
に
な
っ
た
の
は
、
チ
ャ
ー
ル
ス
・
ブ
ー
ス
な
ど
の
貧
困
調

査
で
す
が
、
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
は
そ
れ
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
調
査
を
行
い
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ケ
ア
」
へ
と

展
開
さ
せ
ま
し
た
。

先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
「
日
本
老
残
」
の
吉
田
寿
三
郎
先
生
は
、
そ
の
当
時
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
、
イ
ギ
リ
ス
に
足
繁
く
訪
れ
て
い
ま
し
た
。
吉
田
先
生
は
、
こ
れ
ら
の
国
々
が
創
り
出
し
た
シ
ス
テ

ム
は
理
想
郷
な
の
で
は
な
く
、
老
衰
期
の
高
齢
者
の
急
増
に
対
処
す
る
た
め
で
、
苦
闘
の
産
物
で
あ
る
と

喝
破
し
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
「
収
容
ケ
ア
」
を
ど
う
や
め
る
か
と
い
う
議
論
の
真
っ
最
中
で
、
そ
の
見
聞
に
基
づ
い
て
、

提
案
さ
れ
た
の
が
ヘ
ル
ス
セ
ン
タ
ー
の
構
想
で
す
。

こ
れ
は
今
日
の
「
地
域
包
括
ケ
ア
」
に
つ
な
が
っ
て
い
く
議
論
な
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
予
言
の
書

は
た
だ
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
こ
の
考
え
方
が
主
流
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
、
だ
い
ぶ
後
に
な
っ
て
か
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ら
で
し
た
。

い
ま
だ
も
っ
て
、
政
治
的
立
場
を
問
わ
ず
、

施
設
や
病
院
依
存
が
席
巻
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
す
で
に
決
着
が
つ
い
て
い
た
は
ず

の
、
多
床
室
問
題
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
守
れ

る
多
床
室
と
い
う
珍
奇
な
議
論
も
含
め
て
、
ま

だ
残
っ
て
い
る
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。

❖
│
│
自
助
、
互
助
、
共
助
、
公
助

自
助
、
互
助
、
共
助
、
公
助
は
、
い
ろ
い
ろ

な
議
論
の
仕
方
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
先
頃
逝
去
さ
れ
た
池
田
省
三
さ
ん

が
お
作
り
に
な
っ
た
も
の
を
整
理
し
た
も
の
で

（
図
10
）、
メ
ゾ
レ
ベ
ル
の
議
論
に
な
る
わ
け
で

す
。
支
援
の
前
提
と
な
る
本
人
、
家
族
・
親
族

が
、
日
本
で
は
支
援
の
前
提
か
ら
急
激
に
期
待

さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
互
助
が
位
置
付
け
ら
れ

【図10】自助、互助、共助、公助

自助 互助 共助 公助

支援の前提 インフォーマルな支援 システム化された支援 選別的支援

本人 家族・親族 近隣・仲間 中間集団・
自治組織
地域・職域

中間集団・

地域・職域
行政

社会保険 公的扶助・社会福祉扶養 助け合い能力・資産活用 互酬的支援

期待される支援の活性化 池田省三の図を
補強・修正

慣習・親密性 制度・法的義務同情・共感 連帯 公的責任自己責任

12年8月9日木曜日
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ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
制
度
そ
の
も
の
が
自
助
と
家
族
不
要
の
存
在
を
前
提
と
し
て
考
え
て
き
ま
し
た
か
ら
、
高

齢
単
独
世
帯
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
を
占
め
る
よ
う
な
社
会
で
は
、
そ
も
そ
も
そ
れ
が
成
り
立
た
な
く
な
る
。

近
隣
と
仲
間
と
い
っ
た
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
支
援
を
ど
う
考
え
る
の
か
。

「
期
待
さ
れ
る
も
の
で
、
必
ず
あ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
互
助
が
重
要
な

役
割
を
果
た
す
ら
し
い
と
い
う
こ
と
が
最
近
わ
か
り
始
め
た
わ
け
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
家
族
は
地
域
で
の
支
援
と
並
ん
で
互
助
と
位
置
付
け
ら
れ
、
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た

共
助
に
よ
る
支
援
が
あ
り
、
社
会
保
険
と
し
て
の
介
護
保
険
や
医
療
保
険
は
こ
れ
に
位
置
付
け
ら
れ
ま

す
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
成
り
立
た
な
い
と
き
に
、
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
社
会
福
祉
制
度
の
よ
う
な
公

助
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
。

❖
│
│
自
助
と
互
助
を
喪
失
し
た
人
々

こ
れ
か
ら
自
助
と
互
助
を
ど
う
い
う
形
で
再
活
性
化
さ
せ
る
か
。
こ
の
議
論
は
非
常
に
や
や
こ
し
い
議

論
で
す
。
自
助
と
互
助
を
喪
失
し
た
存
在
と
し
て
の
困
窮
者
、
要
す
る
に
所
得
を
喪
失
し
た
だ
け
で
は
な

く
、
自
助
と
社
会
関
係
資
本
と
し
て
の
互
助
を
喪
失
し
た
人
た
ち
が
多
く
存
在
し
ま
す
。

従
来
、
共
助
と
い
う
の
は
社
会
保
険
、
あ
る
い
は
社
会
保
険
だ
け
で
な
く
中
間
集
団
の
様
々
な
互
助
組
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織
に
よ
る
共
助
機
能
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
か
ら
も
は
じ
き
出
さ
れ
つ
つ
あ
る
人
た
ち

は
、
公
助
を
受
け
取
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
支
え
る
だ
け
の
財
政
的
な
条
件
、

人
的
条
件
が
な
く
な
っ
て
い
る
中
で
、
ど
う
再
編
す
る
か
と
い
う
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ど
う
い
う
形
で
要
介
護
高
齢
者
な
ど
の
意
欲
（
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
）
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
か
。

意
欲
と
い
う
の
は
、
実
は
外
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
様
々
な
関
係
的
な
条
件
の
中
で
喚
起
さ

れ
る
も
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
ど
う
い
う
風
に
組
み
立
て
直
す
か
と
い
う
の
は
非
常
に
大
き
な
課
題
で
す
。

公
助
の
場
合
、
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
父
親
的
温
情
主
義
・
支
配
的
）
で
様
々
な
サ
ポ
ー
ト
が
提
供
さ
れ

ま
す
が
、
社
会
保
険
の
場
合
、
選
択
と
負
担
が
あ
り
ま
す
。
自
助
と
互
助
を
喪
失
し
た
リ
ス
ク
を
抱
え
た

人
が
、
都
市
部
を
中
心
に
多
量
に
発
生
す
る
時
代
が
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
を
、
ど
う
考
え
る
か
。

❖
│
│
孤
立
し
た
人
々
へ
の
支
援

孤
独
死
と
い
う
の
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
様
々
な
社
会
的
コ
ス
ト
を
発
生
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
今
ま
で
は
私
的
な
事
柄
で
済
ん
で
い
た
わ
け
で
す
が
、
大
き
な
社
会
的
コ
ス
ト
を
発
生
さ
せ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
き
に
、
た
と
え
ば
、
単
身
者
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
世
帯
類
型
に
な
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
に
備

え
る
社
会
的
な
仕
組
み
と
い
う
の
は
、
実
は
思
い
の
ほ
か
プ
ア
（
貧
困
）
で
す
。

ま
ず
、
病
院
の
保
証
人
の
問
題
が
発
生
し
ま
す
。
成
年
後
見
制
度
が
で
き
ま
し
た
が
、
通
説
に
よ
る
と
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後
見
人
は
医
療
同
意
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
職
権
で
お
医
者
さ
ん
が
や
る
と
か
、
専
門
的
な
判

断
だ
と
い
う
話
に
な
る
の
か
、
そ
こ
ら
辺
は
わ
か
ら
な
い
。

そ
れ
か
ら
亡
く
な
っ
て
か
ら
の
事
後
処
理
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
後
見
人
は
、
死
後
の
身
辺
処
理
は
で

き
な
い
と
い
う
の
が
法
の
原
則
で
す
。
現
実
に
は
、
事
務
管
理
と
い
う
形
で
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
生
前

の
契
約
に
基
づ
い
て
、
キ＊

ー
パ
ー
ズ
の
よ
う
な
処
理
業
者
が
実
施
す
れ
ば
良
い
の
で
す
が
、
そ
れ
が
不
可

能
な
場
合
は
ど
う
す
る
の
か
。
現
実
に
は
、
い
く
つ
か
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
が
任
意
後
見
の
枠
組
み
で
、
こ
の

よ
う
な
こ
と
を
始
め
て
い
ま
す
が
、
制
度
的
整
備
は
未
熟
で
す
し
、
問
題
も
多
々
あ
る
よ
う
で
す
。

ま
た
、
日
本
で
は
、
相
続
人
の
い
な
い
人
に
相
続
問
題
が
発
生
し
た
と
き
、
相
続
財
産
を
家
庭
裁
判
所

が
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
事
案
が
最
近
急
激
に
増
え
て
い
る
そ
う
で
す
。
最

終
的
に
は
行
政
が
処
理
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
も
思
い
ま
す
が
、
行
政
で
は
限
界
が
あ
る
こ

と
も
確
か
で
す
。
こ
の
よ
う
な
事
案
を
ど
う
取
り
扱
う
か
、
あ
る
種
の
社
会
的
コ
ス
ト
を
発
生
さ
せ
る
よ

う
に
な
り
始
め
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
、
こ
れ
か
ら
相
当
深
刻
な
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す
。

様
々
な
制
度
が
、
い
ま
ま
で
想
定
し
な
か
っ
た
問
題
が
起
こ
っ
て
く
る
の
で
、
そ
れ
を
ど
う
す
る
か
、

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

＊吉田太一『遺品整理屋は見た!!』（2011年 幻冬舎文庫）
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❖
│
│
Ｎ
Ｐ
Ｏ
「
ふ
る
さ
と
の
会
」
の
取
り
組
み

冒
頭
に
言
及
し
た
「
ふ＊

る
さ
と
の
会
」
は
、
も
と
も
と
は
山
谷
を
拠
点
と
し
て
、
炊
き
出
し
な
ど
ホ
ー

ム
レ
ス
支
援
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
と
し
て
１
９
９
０
年
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
今
や
様
々
な
事

業
に
取
り
組
み
、
従
業
員
は
約
２
４
０
人
、
年
間
事
業
規
模
は
９
億
円
を
超
え
ま
し
た
。

「
ふ
る
さ
と
の
会
」
は
、
借
家
人
の
保
証
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
単
に
家
賃
保
証
を
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
何
か
あ
っ
た
と
き
の
片
付
け
も
し
ま
す
。
更
生
保
護
施
設
を
持
た
な
い
初
め
て
の
更
生
保
護
法
人

も
関
連
法
人
を
も
ち
、
刑
務
所
を
出
所
し
た
人
々
の
支
援
も
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
高
齢
者
・
疾
病
を

持
つ
人
々
、
そ
し
て
障
害
者
の
非
稼
働
層
と
若
年
困
窮
者
の
稼
働
層
の
生
活
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
支
援
し
て
い
る
人
た
ち
は
約
１
２
０
０
人
。
そ
の
中
で
、
貧
困
、
単
身
・
独
居
、
高
齢
・
障
害

（
認
知
症
や
統
合
失
調
症
な
ど
）、
要
介
護
の
「
四
重
苦
」
と
い
わ
れ
る
人
々
が
約
１
３
０
人
位
い
ま
す
。

も
と
も
と
は
自
立
支
援
、
宿
泊
支
援
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
が
、
宿
泊
所
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
な
ど
の
施
設

を
開
設
す
る
と
同
時
に
、
自
転
車
で
10
～
15
分
位
の
所
に
ア
パ
ー
ト
を
借
り
て
生
活
を
さ
せ
、
さ
ら
に

様
々
な
日
常
生
活
支
援
を
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
仕
組
み
を
開
発
し
て
き
ま
し
た
。

自
営
業
と
か
中
小
企
業
の
人
た
ち
は
家
作
を
持
っ
て
い
ま
す
。
当
時
は
商
店
に
勤
め
て
い
た
単
身
の
人

た
ち
や
単
身
の
労
働
者
に
貸
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
ど
ん
ど
ん
空
洞
化
し
て
い
な
く
な
り
ま
す
。

＊ふるさとの会
http://www.hurusatonokai.jp　を参照。
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そ
う
す
る
と
貸
し
先
が
な
い
。
救
護
施
設
を
作
る
と
迷
惑
施
設
に
な
っ
て
反
対
運
動
が
起
こ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
生
活
困
窮
者
を
入
居
さ
せ
て
様
々
な
サ
ポ
ー
ト
を
行
い
、
家
賃
保
証
を
す
る
と
、
こ
れ
ら
の

家
主
の
お
客
さ
ん
に
な
る
。
地
域
で
こ
れ
ら
の
家
作
を
借
り
る
と
、
家
賃
が
入
り
ま
す
か
ら
、
地
域
の

方
々
に
と
っ
て
は
ウ
ェ
ル
カ
ム
で
す
。
社
会
保
障
給
付
と
様
々
な
補
助
事
業
を
使
う
と
、
こ
の
よ
う
な
事

業
が
成
り
立
つ
よ
う
に
な
る
。

自
営
業
層
の
家
作
と
い
う
の
は
、
国
民
年
金
層
の
老
後
保
障
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
人
た
ち
は
地
域
の

民
生
委
員
と
か
地
域
活
動
の
キ
ー
に
な
る
人
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
地
域
の

方
々
と
ウ
ィ
ン
ウ
ィ
ン
の
関
係
が
、
地
域
居
住
の
推
進
に
よ
っ
て
可
能
に
す
る
わ
け
で
す
。

そ
ば
屋
の
お
や
じ
さ
ん
の
隠
居
所
や
製
麺
工
場
な
ど
、
空
い
て
い
る
所
を
借
り
て
宿
泊
所
や
自
立
支
援

ホ
ー
ム
に
す
る
と
か
、
つ
ぶ
れ
た
ネ
ジ
工
場
を
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
す
る
と
か
、
障
害
者
の
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

に
す
る
と
か
、
と
い
う
こ
と
を
実
践
し
て
い
ま
す
。

最
近
、
大
久
保
の
商
店
街
の
中
に
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
を
作
り
、〝
よ
ろ
ず
相
談
〟
を
や
り
始
め
て
い

ま
す
。
そ
の
地
域
で
、
地
主
さ
ん
に
都
市
型
ケ
ア
ハ
ウ
ス
を
建
て
て
も
ら
い
、
ま
た
、
シ
ェ
ル
タ
ー
を
作

る
。
困
窮
者
版
の
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
と
い
う
の
を
組
織
化
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
居
住
支
援
と
日
常
生
活
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
は
相
談
窓
口
で
、
ア

セ
ス
メ
ン
ト
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
担
う
。
社
会
サ
ー
ビ
ス
を
活
用
す
る
わ
け
で
す
。

昨
年
、
大
久
保
の
一
角
に
居
場
所
と
仲
間
づ
く
り
を
促
進
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
カ
フ
ェ
を
開
設
し
ま
し
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た
。
こ
れ
ら
の
事
業
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
、

地
域
生
活
が
継
続
す
る
よ
う
な
「
互
助
づ
く

り
」
も
目
指
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
困
窮
者
支
援
を
担
う
若
い
稼
働
層
の

人
た
ち
を
「
ケ
ア
付
き
就
労
」
に
よ
っ
て
、
就

労
し
収
入
を
得
る
機
会
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

様
々
な
日
常
的
な
サ
ポ
ー
ト
の
仕
方
を
研
修
に

よ
っ
て
学
び
、
サ
ポ
ー
ト
の
人
材
に
し
て
い
く

も
の
で
す
。
稼
働
層
と
若
年
困
窮
者
を
就
労
さ

せ
る
た
め
の
、
中
間
就
労
と
呼
ん
で
い
ま
す

が
、
組
織
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
人
た
ち
が
日
常
生
活
支
援
の
担
い
手
に
な
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
試
み
て
い
ま
す
。

現
在
、
生
活
保
護
費
の
半
分
以
上
が
医
療
扶

助
の
費
用
で
す
。
医
療
扶
助
の
う
ち
、
精
神
疾

患
に
相
当
額
が
使
わ
れ
、
社
会
的
入
院
も
相
当

多
い
。
ま
た
、
学
習
院
大
学
経
済
学
部
の
鈴
木

【図11】雇用創出・地域消費活性化
雇用創出・地域消費活性化

　　帰住先喪失の⼊入院患者の地域⽣生活移⾏行行による地域経済波及効果 　
学習院⼤大学経済学部 　教授 　鈴鈴⽊木亘（社会保障論論、医療療経済学）

自立援助ホーム
100名規模

長期入院層
入院医療費
60億円/年

（H15年Ｔ区行政資料）

100名が地域移行

波及効果内訳
①介護サービス関連産業　28,000万円
②地代家賃・不動産業　　　6,444万円
③医療、保健関連事業　　　4,972万円
④小売（地域内消費）　　　 2,035万円
⑤その他（水光熱など）　　 1,549万円　

一次波及効果
43,000万円

地域新規雇用創出
133名

40%介護関連

最終波及効果
72,000万円万円

12年8月9日木曜日
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亘
教
授
が
以
前
に
、
大
変
面
白
い
推
計
を
し
て
い
ま
す
（
図
11
）。

平
成
15
年
の
台
東
区
の
古
い
デ
ー
タ
で
す
が
、
長
期
入
院
層
が
60
億
円
。
そ
の
う
ち
年
間
１
０
０
名
が

地
域
移
行
す
る
と
、
ど
う
い
う
こ
と
を
地
域
社
会
に
も
た
ら
す
か
と
い
う
も
の
で
す
。

自
立
援
助
ホ
ー
ム
を
作
る
と
、
大
体
35
～
40
万
円
。
仮
に
医
療
費
を
使
う
と
、
そ
の
12
倍
、
１
０
０
人

分
の
約
４
億
３
０
０
０
万
円
あ
る
。
精
神
病
院
に
入
る
と
、
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
化
す
る
お
金
が
精
神
病
院

お
よ
び
関
連
ビ
ジ
ネ
ス
に
吸
い
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
を
地
域
に
出
す
。
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
２
億
８
０
０
０
万
円
、
地
域
雇
用
１
３
３
人
、
40
％
は
介
護

関
連
、
地
代
家
賃
・
不
動
産
業
に
６
０
０
０
万
円
支
払
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
が
先
ほ
ど
言
っ
た
下
町
だ
と
、
自
営
業
層
の
家
作
に
落
ち
ま
す
か
ら
、
ま
さ
に
自
営
業
層
の
人
た

ち
の
老
後
保
障
に
な
る
。

そ
れ
か
ら
、
開
業
医
の
お
医
者
さ
ん
に
４
０
０
０
～
５
０
０
０
万
円
落
ち
る
。
地
域
内
消
費
、
小
売
に

２
０
０
０
万
円
位
落
ち
る
。
そ
の
他
が
１
５
０
０
万
円
。
最
終
波
及
効
果
は
、
７
億
２
０
０
０
万
円
位
。

要
す
る
に
、
社
会
保
障
給
付
を
地
域
内
循
環
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
別
の
推
計
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
１
０
０
人
を
救
護
施
設
に
入
所
さ
せ
る
と
、
大
体
２
億

７
０
０
０
万
円
か
か
り
ま
す
が
、「
ふ
る
さ
と
の
会
」
で
や
り
ま
す
と
、
大
体
１
億
６
０
０
０
万
円
で
済

み
ま
す
。
そ
れ
も
全
て
地
域
の
中
に
落
ち
、
さ
ら
に
地
域
の
雇
用
を
作
る
。

大
都
市
の
中
で
も
、
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
非
常
に
重
要
で
、
そ
れ
こ
そ
が
新
し
い
意
味
の
社
会
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事
業
だ
と
思
え
ま
す
。
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
よ
う
に
実
践
的
に
地
域
貢
献
型
の
シ
ス
テ
ム
を
、
地
域
に
網
の
目
の
よ

う
に
張
り
巡
ら
す
。
そ
れ
が
実
は
老
勢
期
の
高
齢
者
の
仕
事
に
も
な
っ
て
い
く
。

実
際
、
そ
う
い
う
モ
デ
ル
は
、
団
塊
の
世
代
の
人
た
ち
が
多
摩
市
な
ど
で
も
始
め
て
い
ま
す
。
そ
う
い

う
も
の
を
一
般
化
さ
せ
、
普
及
さ
せ
る
に
は
、
制
度
的
な
整
備
が
前
提
条
件
で
す
が
、
都
市
型
の
支
援
シ

ス
テ
ム
を
考
え
る
に
当
た
り
、
大
変
示
唆
的
な
実
践
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

❖
│
│
福
祉
と
経
済
社
会

従
来
は
、
自
立
人
口
か
ら
依
存
人
口
へ
資
源
を
移
転
す
る
と
い
う
、
経
済
社
会
と
福
祉
を
分
離
し
て
、

経
済
的
余
剰
を
再
分
配
す
る
シ
ス
テ
ム
で
し
た
。
こ
れ
を
福
祉
と
経
済
の
関
係
に
つ
い
て
の
「
分
散
型
シ

ス
テ
ム
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
施
設
も
大
規
模
化
し
て
相
互
排
除
型
の
シ
ス
テ

ム
に
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
か
ら
の
大
都
市
で
は
、
少
な
く
と
も
入
所
率
を
維
持
す
る
だ
け
で
も
高
齢
者
は

急
増
し
、
こ
れ
に
対
応
す
る
の
は
す
ご
く
難
し
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
よ
り
は
様
々
な
形
で
、
地
域
社
会
で

地
域
居
住
の
考
え
方
で
支
援
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
ほ
う
が
、
現
実
的
で
す
。

こ
の
背
景
に
あ
る
考
え
方
は
、
経
済
社
会
と
福
祉
を
融
合
す
る
「
統
合
型
シ
ス
テ
ム
」
の
モ
デ
ル
で

す
。
地
域
社
会
が
医
療
や
ケ
ア
な
ど
の
広
い
意
味
で
の
福
祉
的
機
能
を
内
在
化
す
る
よ
う
な
仕
か
け
を
構

築
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
施
設
と
居
宅
の
連
続
化
と
い
う
こ
と
に
な
り
、「
地
域
包
括
ケ
ア
シ

ス
テ
ム
」
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
経
済
社
会
と
福
祉
が
相
互
補
完
し
て
、
社
会
保
障
給
付
が
地
域
循
環
す
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＊2011年　日本経済新聞出版社刊

【図12】福祉と経済社会福祉と経済社会
• 分散型システム 　⾃自⽴立立⼈人⼝口から依存⼈人⼝口への資源移転システム
–経済社会から福祉システムが分離離し、経済的余剰を⼀一⽅方向的に福祉
システムに配分する⽅方式⇒社会的消費と階層消費のゼロサム化

–施設病院を⼤大規模型にして，相互排除型システムとなる、福祉（対
象別）医療療が⾃自⼰己完結する。給付がブラックホール化する。⇒貧困
ビジネス

–施設在宅宅分離離システム
• 統合型システム 　超⾼高齢化、依存⼈人⼝口極⼤大化への対応
–経済社会と福祉を融合、統合する、地域社会が福祉機能を内在化す
るシステム，施設と居宅宅が連続化する⇒地域包括ケア

–経済社会と福祉が相互補完する。社会保障給付が地域循環する。社
会的包摂化が進む

–地域包括ケアの考え⽅方で統合化する、この間をインフォーマルシス
テムがつなぎの役割を果たし、境界融合がおこる、居住システムが
基盤となる

12年8月9日木曜日

る
と
い
う
、
社
会
的
包
摂
化
が
成
立
す
る
は
ず

で
す
（
図
12
）。

櫨
浩
一
さ
ん
と
い
う
ニ
ッ
セ
イ
基
礎
研
究
所

の
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
が「
日＊

本
経
済
が
何
を
や
っ

て
も
ダ
メ
な
本
当
の
理
由
」
と
い
う
興
味
深
い

本
を
書
い
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
「
花
見
酒
の

経
済
」
と
い
う
の
が
、
こ
れ
か
ら
の
ポ
イ
ン
ト

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。

日
本
経
済
が
何
を
や
っ
て
も
ダ
メ
な
理
由

は
、
日
本
人
が
一
番
必
要
と
し
て
い
る
医
療
・

介
護
の
需
要
に
経
済
政
策
上
、
応
え
よ
う
と
し

て
こ
な
か
っ
た
こ
と
。
こ
れ
ら
の
社
会
保
障
費

を
削
減
し
ろ
と
言
う
だ
け
で
、
き
ち
ん
と
応
え

る
よ
う
な
経
済
政
策
が
な
か
っ
た
。
サ
ス
テ
ィ

ナ
ビ
リ
テ
ィ
と
か
か
わ
る
こ
と
を
含
め
て
、
経

済
社
会
と
福
祉
の
新
し
い
関
係
、
と
り
わ
け
大

都
市
に
は
そ
う
い
う
シ
ス
テ
ム
が
非
常
に
必
要
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で
す
。

自
助
能
力
の
あ
る
人
は
、
も
っ
と
自
分
の
能
力
を
活
用
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
介
護
保

険
で
全
て
を
完
結
さ
せ
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
混
合
給
付
が
当
た
り
前
に
な
る

わ
け
で
す
。

一
方
で
、
生
活
困
窮
者
の
場
合
は
、
公
助
で
補
足
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
が
、
給
付
と
い
う
形
だ
け
で

い
け
る
の
か
ど
う
か
。

再
分
配
と
い
う
今
ま
で
の
仕
組
み
で
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
な
様
々
な
形
で
自
助
、
公
助
の
再

活
性
化
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
な
け
れ
ば
、
恐
ら
く
、
こ
れ
か
ら
の
事
態
に
は
対
応
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
そ
こ
で
ど
う
い
う
制
度
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
住
宅
に
か
か
わ
る
社
会
保
障
制

度
を
新
し
く
作
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
様
々
な
日
常
生
活
と
組
み
合
わ
さ
る
よ
う

な
仕
組
み
づ
く
り
は
、
今
か
ら
始
め
て
も
遅
く
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

■
付
記
／
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
実
践
に
つ
い
て
は
、
髙
橋
紘
士
編
『
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
』

（
２
０
１
２
年 

オ
ー
ム
社
刊
）
を
参
照
の
こ
と
。
こ
の
書
物
で
は
、
本
講
演
で
取
り
上
げ
た
、
山
口
昇
氏

の
寄
稿
お
よ
び
「
ふ
る
さ
と
の
会
」「
ホ
ー
ム
ホ
ス
ピ
ス
か
あ
さ
ん
の
家
」
を
は
じ
め
と
す
る
包
括
的
支

援
を
理
解
す
る
上
で
参
考
に
な
る
実
践
例
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。



149

３章　大都市型高齢化時代における介護保険と地域包括ケア

❖
│
│
質
疑
応
答

―
―
介
護
保
険
制
度
の
仕
組
み
と
「
ふ
る
さ
と
の
会
」
の
支
援
と
は
、
競
合
が
起
こ
ら
な
い
の
か
ど
う

か
、
教
え
て
く
だ
さ
い
。

高
橋　

競
合
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。「
ふ
る
さ
と
の
会
」
で
介
護
保
険
を
活
用
で
き
る
場
合
は
、
こ
れ
を
当

然
活
用
し
ま
す
。
生
活
保
護
受
給
者
は
介
護
扶
助
が
あ
り
ま
す
か
ら
。「
ふ
る
さ
と
の
会
」
は
、
訪
問
看

護
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
依
頼
し
て
い
ま
す
が
、
肝
心
の
日
常
生
活
支

援
は
介
護
保
険
に
は
馴
染
み
ま
せ
ん
。

ま
た
、
介
護
保
険
で
そ
れ
を
や
っ
た
ら
財
政
が
持
つ
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
し
、
標
準
的
給
付
を
旨
と
す

る
給
付
体
系
に
は
馴
染
み
ま
せ
ん
。

介
護
保
険
給
付
で
対
応
で
き
る
領
域
は
、
介
護
事
業
所
を
使
い
サ
ー
ビ
ス
提
供
し
ま
す
。
し
か
し
、
介

護
保
険
に
馴
染
ま
な
い
、
日
常
生
活
支
援
は
別
の
仕
か
け
を
使
う
。

富
裕
層
の
場
合
は
混
合
給
付
で
、
サ
ー
ビ
ス
を
購
入
で
き
る
よ
う
に
す
れ
ば
良
い
の
で
す
が
、
支
払
い

能
力
の
な
い
低
所
得
の
貧
困
層
に
は
、「
ふ
る
さ
と
の
会
」
の
よ
う
な
事
業
モ
デ
ル
を
成
立
す
る
よ
う
に

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
こ
と
が
地
域
の
様
々
な
ビ
ジ
ネ
ス
を
活
性
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に

つ
な
が
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
の
で
す
。

支
援
に
は
、
制
度
化
で
き
な
い
残
余
的
な
部
分
（
レ
ジ
デ
ュ
ア
ル
な
部
分
）
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
個
別
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対
応
す
る
と
い
う
考
え
方
で
制
度
化
し
た
の
が
社
会
福
祉
で
す
。
今
ま
で
は
、
そ
れ
が
〝
あ
る
も
の
と
し

て
〟
と
言
う
と
、
変
な
言
い
方
で
す
が
、
制
度
で
は
対
応
で
き
な
い
ニ
ー
ズ
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

私
の
師
匠
で
あ
る
三
浦
文
夫
先
生
が
、
昔
、
ド
イ
ツ
語
の
表
現
を
援
用
し
て
、
即
自
的
（für sich

）

ニ
ー
ズ
と
対
自
的
（an sich

）
ニ
ー
ズ
と
い
う
概
念
を
提
起
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

即
自
的
ニ
ー
ズ
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
あ
る
が
ま
ま
の
、
対
象
化
で
き
な
い
ニ
ー
ズ
と
も
言
う
べ
き
も

の
で
す
。
そ
の
中
か
ら
対
象
化
で
き
て
、
形
式
化
し
、
外
部
化
で
き
る
も
の
が
切
り
出
さ
れ
て
い
き
、
対

自
的
ニ
ー
ズ
と
し
て
、
形
式
化
さ
れ
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
乗
っ
た
り
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ー
ビ
ス

に
乗
っ
た
り
す
る
と
考
え
ま
し
た
。

生
活
保
護
が
問
題
な
の
は
、
要
す
る
に
お
金
を
給
付
し
て
も
、
そ
こ
で
自
立
が
回
復
で
き
な
い
お
年
寄

り
が
増
大
す
る
と
い
う
こ
と
。
そ
こ
で
自
助
、
互
助
を
回
復
さ
せ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
す
。

秋
山
正
子
さ
ん
の
「
暮
ら
し
の
保
健
室
」
も
、
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

寄
り
集
ま
っ
た
人
と
人
と
が
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
が
元
気
に
な
る
。
ニ
ー
ズ
を
対
象
化
し
て
枠

を
与
え
る
よ
う
な
形
で
、
そ
れ
に
対
応
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
い
う
重
要
な
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
の

世
界
が
あ
る
。

け
れ
ど
実
は
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
に
触
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
り
始
め
て
い
る
。
こ
れ
は
軽
々
に
扱
う

と
、
と
て
も
難
し
い
話
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
新
し
い
ニ
ー
ズ
に

対
し
、
一
つ
の
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
「
ふ
る
さ
と
の
会
」
の
実
践
も
開
拓
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
お
答
え
に
な
っ
た
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
。
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―
―
「
ふ
る
さ
と
の
会
」
は
、
誰
か
リ
ー
ダ
ー
の
方
が
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

高
橋　

水
田
恵
さ
ん
と
い
う
創
設
者
が
お
り
ま
す
。
彼
の
偉
い
と
こ
ろ
は
、
後
継
者
を
見
事
に
育
成
し
て

い
る
こ
と
で
す
。
良
い
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
特
徴
は
、
人
材
育
成
機
能
で
す
。
企
業
も
同
様
で
、
エ
ク
セ
レ
ン
ト
カ

ン
パ
ニ
ー
と
か
、
や
は
り
人
を
育
て
る
能
力
が
あ
る
と
こ
ろ
と
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
大
き
く
異
な
り
ま
す
。

ま
た
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
場
合
は
、
や
は
り
透
明
性
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
れ
だ
け
自
分
の
や
っ
て
い
る
こ
と
を

オ
ー
プ
ン
に
し
て
い
く
か
。
こ
の
２
つ
が
重
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

―
―
も
う
１
点
だ
け
、
医
療
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
か
、
現
実
的
に
「
ふ
る
さ
と
の
会
」
は
ど
う
い
う
風

に
医
療
資
源
を
地
域
に
つ
な
げ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

高
橋　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ワ
ー
ク
と
い
う
か
、
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
が
い
て
、
お
医
者
様
を
ち
ゃ
ん
と
つ
か
ま
え

て
い
ま
す
。
地
域
に
は
面
白
い
お
医
者
さ
ん
が
沢
山
い
ま
す
。
医
師
会
と
い
う
よ
り
は
、
一
本
釣
り
で

す
。
い
い
お
医
者
さ
ん
を
見
つ
け
る
能
力
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
能
力
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―
フ
ォ
ー
マ
ル
な
支
援
シ
ス
テ
ム
が
従
来
の
考
え
方
で
す
。
そ
れ
が
主
体
で
、
そ
こ
に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ

ル
な
も
の
を
、
お
互
い
に
ど
う
足
し
て
い
く
の
か
と
い
う
考
え
方
で
来
た
が
、
ど
う
も
逆
転
し
な
け
れ

ば
、
こ
れ
か
ら
も
た
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
考
え
方
に
な
っ
た
。
そ
の
中
で
、
そ
の
基
盤
に
な
る
の
が
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
だ
と
か
、
あ
る
い
は
町
づ
く
り
も
含
め
一
連
の
中
で
考
え
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
と

い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
は
私
も
大
体
理
解
で
き
る
の
で
す
が
、
最
後
に
「
住
宅
に
関
す
る
社
会
保
障
問

題
を
改
め
て
構
築
し
な
い
と
だ
め
で
は
な
い
か
」
と
い
う
発
言
を
さ
れ
た
。
そ
こ
が
ち
ょ
っ
と
よ
く
わ
か
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ら
な
い
の
で
す
が
。

高
橋　

こ
れ
か
ら
は
、
低
所
得
の
単
身
と
要
介
護
で
現
れ
て
き
ま
す
か
ら
、
そ
の
人
た
ち
を
施
設
に
入
れ

る
と
、
た
と
え
ば
、
群
馬
県
渋
川
市
に
、
都
内
の
福
祉
事
務
所
が
生
活
保
護
受
給
者
を
送
り
込
ん
で
い
た

「
た
ま
ゆ
ら
」
事
件
が
あ
り
ま
し
た
が
、
入
所
者
の
多
く
は
軽
度
者
で
し
た
。
ち
ょ
っ
と
し
た
障
害
が
あ

る
た
め
に
、
従
来
の
住
ま
い
の
継
続
が
で
き
な
く
な
っ
た
軽
度
の
生
活
保
護
受
給
者
を
ど
う
し
よ
う
か
、

と
い
う
こ
と
で
送
り
込
ん
だ
。
そ
し
て
事
件
に
な
っ
た
。

生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、
住
宅
扶
助
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
な
り
に
居
住
確
保
は
可
能
で

す
が
、
生
活
保
護
を
受
給
し
て
い
な
い
、
国
民
年
金
層
な
ど
の
人
た
ち
は
、
働
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
れ

ば
、
直
ち
に
居
住
を
失
う
リ
ス
ク
を
負
い
ま
す
。
そ
れ
が
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
形
で
起
こ
っ
た
の
が
派
遣

村
事
件
で
す
。
今
後
も
い
ろ
い
ろ
な
形
で
起
こ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
や
は
り
居
住
を
確
保
す
る

た
め
の
経
済
的
な
条
件
は
、
社
会
保
障
で
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
を
ど
う
や
っ
た
ら
い
い
か

と
い
う
の
が
、
こ
れ
か
ら
の
大
き
な
課
題
で
す
。

た
ま
た
ま
縁
が
あ
り
、
子
ど
も
手
当
に
つ
い
て
国
会
に
参
考
人
と
し
て
呼
ば
れ
た
と
き
、「
子
ど
も
手

当
よ
り
は
住
宅
手
当
を
」
と
主
張
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
住
宅
手
当
の
給
付
機
構
を
ど
う
作
る
か
。
以
前

に
国
交
省
ベ
ー
ス
の
住
宅
手
当
と
い
う
検
討
も
し
た
そ
う
で
す
が
、
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
い
う
の

は
費
用
が
も
の
す
ご
く
か
か
る
と
同
時
に
、
給
付
の
仕
か
け
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
結
局
福
祉
行
政
に

よ
っ
て
、
給
付
の
仕
組
み
を
作
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
種
の
ミ
ー
ン
ズ
テ
ス
ト
も
必
要
で
す
。

ま
た
、
生
活
支
援
付
き
の
仕
か
け
を
セ
ッ
ト
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
住
宅
手
当
を
作
る
に
は
、
消
費
税
が
25
％
な
ら
ば
で
き
る
と
思
い
ま
す

が
、
こ
れ
を
可
能
に
す
る
政
治
的
財
政
的
条
件
は
多
分
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
民
年
金
層
の
人
た
ち
が
借
家
の
場
合
、
た
ち
ま
ち
居
住
困
難
に
陥
り
ま
す
か

ら
、
そ
こ
を
何
と
か
す
る
よ
う
な
仕
か
け
を
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
議
論
で
す
。

た
だ
し
、
制
度
設
計
は
と
て
も
大
変
な
こ
と
で
す
。

―
―
質
問
と
い
う
か
、
悩
み
と
い
う
か
、
自
助
、
互
助
、
共
助
、
公
助
の
概
念
の
広
が
り
を
ど
の
よ
う
に

作
っ
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
は
政
策
論
で
も
あ
り
、
地
域
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
論
で
も
あ
り
、
ケ
ア
の
提
供
論
と
し
て
非
常
に
よ
く
で
き
て
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
高
橋
先
生

が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
自
助
、
互
助
、
共
助
、
公
助
と
い
う
４
つ
の
ヘ
ル
プ
が
あ
り
、
優
れ
た
思
想
的
な
分

析
概
念
が
入
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
広
が
ら
な
い
。

今
年
の
経
済
財
政
白
書
で
、
自
助
、
共
助
、
公
助
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
の
共
助
は

社
会
保
険
、
互
助
の
概
念
が
抜
け
て
い
ま
す
。

今
こ
の
住
宅
の
話
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
互
助
と
、
そ
れ
か
ら
社
会
保
険
制
度
を
中
心
と
す
る
共
助
と
、

分
析
概
念
と
し
て
、
き
ち
ん
と
分
け
た
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
も
世
の
中
に
広
ま
ら
な

い
。
ど
う
し
た
ら
い
い
か
、
い
つ
も
考
え
て
い
る
の
で
す
が
。

高
橋　

や
は
り
「
社
会
保
険
と
は
何
ぞ
や
」
と
い
う
議
論
を
し
な
い
と
な
ら
な
い
。
歴
史
的
に
存
在
し
た

様
々
な
中
間
集
団
の
相
互
扶
助
を
政
府
が
引
き
受
け
て
、
制
度
に
し
た
も
の
で
す
ね
。



154

一
方
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
と
い
う
言
葉
は
日
本
語
に
な
り
に
く
い
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
は
、
形
が
な
い

の
で
非
制
度
的
と
訳
す
。
フ
ォ
ー
ム
と
い
う
の
は
形
式
、
定
式
と
訳
し
ま
す
が
。

そ
れ
か
ら
、
シ
ス
テ
ム
の
話
と
、
メ
ゾ
と
い
う
か
組
織
の
話
と
、
ミ
ク
ロ
な
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
世
界

で
、
や
は
り
自
助
、
互
助
、
共
助
、
公
助
の
配
置
を
少
し
整
理
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
な
と
思
っ
て
い
ま

す
。シ

ス
テ
ム
を
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
考
え
る
世
界
、
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
考
え
る
世
界
で
分
解
す
る
と
、
共
助

一
本
に
す
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
無
理
が
あ
る
。
要
す
る
に
社
会
保
険
と
い
う
の
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
セ

ク
タ
ー
が
コ
ミ
ッ
ト
し
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
総
合
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
知
恵
な
の
で
す
。
だ
か
ら
財
源

は
、
税
金
は
入
れ
な
い
の
が
原
則
。
そ
れ
が
成
り
立
た
な
い
か
ら
補
足
す
る
。

一
方
で
、
社
会
福
祉
と
い
う
か
、
公
助
の
存
在
感
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま

す
。
レ
ジ
デ
ュ
ア
ル
で
す
か
ら
。
と
こ
ろ
が
最
近
、
生
活
保
護
制
度
の
在
り
方
が
話
題
に
な
っ
た
り
し
て

い
ま
す
。

高
齢
者
福
祉
と
い
う
と
老
人
福
祉
法
が
あ
り
ま
す
が
、
老
人
福
祉
が
消
え
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
問

題
と
も
か
か
わ
り
ま
す
。
ま
ず
は
レ
ベ
ル
を
き
ち
ん
と
考
え
て
、
そ
れ
か
ら
相
互
関
係
を
考
え
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
自
助
、
互
助
と
い
う
の
は
、
意
識
し
な
く
て
も
よ
か
っ
た
。
ノ
ー
マ
ル
に
作
動
し
て
い
る
と

い
う
仮
定
が
あ
っ
た
。
私
は
、
最
近
、
講
演
の
と
き
に
「
病
院
に
行
く
に
は
、
元
気
が
な
い
と
行
け
な

い
」
と
い
う
話
を
し
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
な
ぜ
病
院
へ
行
け
た
か
と
い
う
と
、
付
き
添
い
が
い
る
か
ら
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で
す
。
で
す
か
ら
病
院
の
先
生
た
ち
は
、
患
者
が
診
察
室
に
現
れ
て
、
診
察
室
を
出
て
い
く
ま
で
を
考
え

て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
は
、
付
き
添
い
が
い
な
い
人
が
増
え
た
。
そ
れ
を
介
護
保
険
で
や

る
と
か
、
や
ら
な
い
と
か
の
話
に
な
る
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
、
我
々
が
前
提
に
し
て
空
気
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
も
の
が
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
に
気
が
つ

き
始
め
た
。
ま
だ
気
が
つ
い
て
な
い
人
は
、
ま
だ
共
助
の
み
で
考
え
て
い
ま
す
が
、
互
助
と
共
助
と
し
て

の
社
会
保
険
は
異
な
る
と
い
う
立
場
で
す
。

―
―
私
は
災
害
支
援
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
が
、
今
ま
で
の
災
害
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
基
本
的
に
誰
が
助

け
た
か
と
い
う
と
、
80
数
％
は
隣
近
所
、
地
域
社
会
で
す
。
専
門
家
は
２
・
数
％
し
か
助
け
て
い
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
実
態
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
地
域
で
講
演
す
る
と
、
大
阪
、
名
古
屋
、
東
京

な
ど
の
都
市
部
で
必
ず
帰
っ
て
く
る
反
論
が
あ
り
ま
す
。「
そ
れ
は
、
田
舎
町
の
あ
な
た
た
ち
は
隣
近
所

の
こ
と
を
知
っ
て
い
て
協
力
す
る
だ
ろ
う
け
ど
、
都
市
部
に
住
ん
で
い
る
人
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
隣
の
部
屋

の
人
も
知
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
全
く
関
係
な
い
」
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
る
方
が
す
ご
く
多
い
。
そ
の
と

き
の
話
と
今
の
話
は
、
す
ご
く
近
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

本
来
、
地
域
住
民
と
い
う
意
味
合
い
は
、
た
だ
住
所
が
あ
っ
て
権
利
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
住
ん
で
い

る
共
助
社
会
の
責
任
が
あ
る
。
こ
の
共
助
が
全
く
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
こ

れ
は
ど
こ
の
担
当
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
か
。

高
橋　

シ
チ
ズ
ン
シ
ッ
プ
（
市
民
と
し
て
の
身
分
）
と
い
う
話
か
と
思
い
ま
す
が
〝
市
民
と
は
何
ぞ
や
〟
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と
い
う
と
、
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
以
来
、
義
務
を
果
た
す
人
が
市
民
で
す
。
義
務
を
果
た
さ
な
い
人
た
ち
の

集
団
み
た
い
に
な
る
。
や
は
り
そ
う
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
こ
れ
は
、
政
治
哲
学
か
公
共
哲
学
の

話
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

―
―
そ
の
辺
を
し
っ
か
り
都
市
部
に
広
げ
な
い
と
、
互
助
と
い
う
言
葉
だ
け
出
し
て
も
、
誰
も
参
入
し
て

こ
な
い
わ
け
で
す
。

高
橋　

先
ほ
ど
、
高
度
経
済
成
長
は
静
謐
期
だ
っ
た
と
話
し
ま
し
た
。
静
か
な
時
期
で
し
た
か
ら
、
相
互

援
助
を
し
な
く
て
も
生
き
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
が
50
年
続
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
際
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
言
葉
だ
け
で
な
く
、
非
日

常
と
い
う
こ
と
を
経
験
す
る
と
、
日
常
的
な
経
験
で
は
、
う
ま
く
い
か
な
く
な
る
こ
と
が
わ
か
り
、
ご
く

自
然
に
相
互
扶
助
が
始
ま
っ
た
。
恐
ら
く
、
50
階
建
て
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
立
派
な
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る

人
た
ち
が
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
止
ま
っ
た
ら
、
相
互
扶
助
が
復
活
す
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
今
の
延
長
線
上
の
議
論
で
申
し
わ
け
な
い
の
で
す
が
、
現
実
の
地
域
社
会
で
は
、
先
ほ
ど
言
わ
れ
た

よ
う
に
自
助
、
公
助
と
い
う
の
が
わ
か
ら
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
介
護
保
険
が
余
り
に
も
広
が
り
す
ぎ

た
と
い
い
ま
す
か
、
地
域
社
会
は
介
護
保
険
で
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
現
実
に
は
、
先
生
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
介
護
保
険
が
も
う
、
あ
る
意
味
機
能
し
な
く
て
、

じ
ゃ
あ
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
今
日
と
て
も
い
い
お
話
を
聞
き
、
貧
困
対
策
で
は
な

く
、
地
域
の
超
高
齢
対
策
も
含
め
て
ヒ
ン
ト
が
あ
る
と
思
い
ま
し
た
が
、
私
は
地
域
で
生
き
て
い
る
の
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で
、
市
町
村
行
政
と
誰
が
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

高
橋　

大
変
大
事
な
質
問
で
す
。
私
が
「
ふ
る
さ
と
の
会
」
が
面
白
い
と
思
う
の
は
、
も
の
す
ご
く
普
遍

的
な
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
点
で
す
。
生
活
困
窮
者
問
題
と
い
う
の
は
、
普
通
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
問

題
だ
と
言
っ
て
括
弧
に
括
る
議
論
が
ず
っ
と
あ
っ
た
の
で
す
が
、「
ふ
る
さ
と
の
会
」
は
、
あ
る
種
普
遍

的
な
課
題
を
先
取
り
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
は
「
マ
ン
ト
ル
ケ
ア
」
と
い
う
表
現
を
し
ま
す
。
わ
か
り
に
く
い
概
念
な
の
で
す

が
、
自
助
も
互
助
も
全
部
ケ
ア
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ん
で
、
マ
ン
ト
の
よ
う
に
抱
え
込
む
。
オ
ラ
ン
ダ

人
と
い
う
の
は
、
堤
防
か
ら
命
を
守
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
、「
宇
宙
船
地
球
号
」
で
は
な
い
け
れ

ど
も
、
や
は
り
相
互
扶
助
的
な
感
覚
が
な
い
と
生
き
て
い
け
な
い
。
そ
う
い
う
感
覚
が
あ
る
か
ら
、
互
助

的
な
も
の
が
非
常
に
イ
キ
イ
キ
と
生
き
て
い
る
。

そ
う
い
う
も
の
が
日
本
の
社
会
の
中
で
も
気
に
な
り
始
め
て
い
て
、
多
分
い
ろ
い
ろ
な
形
で
、
あ
る
種

の
カ
ル
チ
ャ
ー
レ
ボ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
（
文
化
革
命
）
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

一
方
、
北
九
州
市
の
孤
立
死
問
題
が
あ
り
ま
し
た
が
、
生
活
保
護
行
政
の
、
言
っ
て
み
れ
ば
政
治
的
な

動
き
が
問
題
だ
っ
た
。
そ
こ
で
「
い
の
ち
を
つ
な
ぐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
」
と
い
う
仕
か
け
を
作
り
ま
し

て
、
係
長
級
の
公
務
員
を
地
域
で
動
か
す
と
い
う
実
験
を
行
い
ま
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
に
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
サ
ポ
ー
ト
ま
で
組
み
込
ん
だ
支
援
を
行
う
と
い
う
形
で
、「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
」
と
い
う
概
念
が
あ
り
ま
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
焦
点
を
当
て
た
社
会

福
祉
活
動
・
業
務
の
進
め
方
で
、
地
域
で
支
援
を
必
要
と
す
る
人
々
の
生
活
圏
や
人
間
関
係
、
環
境
面
を
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重
視
し
た
援
助
を
行
う
。
地
域
を
基
盤
と
す
る
支
援
活
動
を
見
つ
け
て
、
支
援
を
必
要
と
す
る
人
に
結
び

つ
け
た
り
、
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
を
開
発
し
た
り
、
公
的
制
度
と
の
関
係
を
調
整
し
た
り
す
る
。
あ
る
意
味

で
は
公
的
な
ら
ず
、
行
政
が
横
に
動
く
と
い
う
か
、
行
政
の
枠
を
超
え
て
動
く
人
た
ち
が
い
ま
す
。

横
に
動
く
人
た
ち
が
、
地
域
と
地
域
、
人
と
人
を
つ
な
げ
る
。
そ
う
い
う
機
能
を
作
っ
て
、
う
ま
く
意

識
化
す
る
と
、
65
歳
の
団
塊
の
世
代
を
再
教
育
で
き
る
。
お
金
が
あ
っ
て
暇
が
あ
れ
ば
、
横
に
動
い
て
い

く
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
可
能
性
と
し
て
あ
る
。

で
す
か
ら
悲
観
し
、
評
論
家
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
も
う
一
度
、
高
齢
化
社
会
の
在
り
方
を
見
直
し
た

ら
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
言
い
た
い
。

―
―
介
護
保
険
が
始
ま
っ
た
当
初
、
訪
問
介
護
に
行
く
と
「
自
宅
に
入
る
と
き
は
、
わ
か
ら
な
い
よ
う
に

入
っ
て
き
て
ほ
し
い
」
と
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
今
は
、
利
用
者
さ
ん
の
家
に
訪
問
介
護
に

入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
地
域
の
人
た
ち
に
知
ら
せ
な
が
ら
入
る
活
動
へ
と
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て
き

て
い
ま
す
。
以
前
は
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
で
入
る
と
嫌
わ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
逆
に
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
で
入
る

こ
と
で
「
あ
の
人
た
ち
は
、
ヘ
ル
パ
ー
さ
ん
か
ナ
ー
ス
の
人
た
ち
だ
」
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
。「
私

た
ち
は
Ａ
さ
ん
宅
に
入
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
こ
と
を
、
近
所
の
方
に
お
知
ら
せ
し
な
が
ら
活
動
す
る
こ

と
に
し
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
突
然
、
夜
に
伺
っ
た
り
す
る
場
合
、
隣
近
所
の
人
が
「
ど
う
し
た

の
？
」
と
言
う
関
係
の
中
に
、
私
た
ち
の
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
ほ
う
が
い
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

私
ど
も
は
介
護
保
険
で
事
業
を
し
て
い
る
ほ
う
な
の
で
す
が
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
と
フ
ォ
ー
マ
ル
は
絶
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対
に
関
係
を
持
た
な
い
と
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
実
感
を
持
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
介
護
保
険
が
始
ま
っ
た
と
き
は
、
経
済
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
ケ
ア
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
は
、
同
じ

家
に
住
ん
で
い
る
率
が
高
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
は
、
経
済
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
は
違
う
と
こ
ろ
に
住
ん
で

い
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
中
で
ケ
ア
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
が
い
な
く
な
っ
た
り
、
サ
ポ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
が

い
な
く
な
っ
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
を
つ
な
ぐ
地
域
の
人
た
ち
と
、
私
た
ち
が
関
係
を
持
た
な

い
と
、
フ
ォ
ー
マ
ル
な
サ
ー
ビ
ス
は
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
実
感
も
あ
り
ま
す
。

「
ふ
る
さ
と
の
会
」
の
よ
う
な
〝
つ
な
が
る
力
〟
を
形
成
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
中
心
と
し

て
、
ど
う
つ
な
が
っ
て
行
け
ば
い
い
の
か
。
私
ど
も
が
企
業
体
と
し
て
入
り
過
ぎ
る
と
、
抵
抗
感
を
持
た

れ
る
よ
う
な
中
で
、
ど
う
関
係
を
持
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

高
橋　

す
ご
く
難
し
い
質
問
で
す
が
、
た
と
え
ば
、
デ
パ
ー
ト
や
化
粧
品
会
社
な
ど
が
作
っ
て
い
る
〇
〇

ク
ラ
ブ
が
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
昔
の
産
業
社
会
学
の
よ
う
に
機
能
的
、
効
率
的
な
集
団
で
は
だ
め
で
、

共
同
体
的
な
関
係
が
な
い
と
組
織
は
成
り
立
た
な
い
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
を
組
織
す
る
上
で
も
、
機
能
的
に

単
な
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
、
あ
る
種
の
共
同
的
経
験
と
い
う
ん
で
し
ょ
う
か
、
共
同
的

経
験
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
が
付
加
価
値
に
な
っ
て
く
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
介
護

サ
ー
ビ
ス
で
は
、
何
故
そ
れ
が
で
き
な
い
の
か
と
思
い
ま
す
。

少
し
変
な
表
現
を
し
て
恐
縮
で
す
が
、
定
形
的
な
サ
ー
ビ
ス
と
い
う
の
は
、
あ
る
器
の
中
で
し
か
機
能

し
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の
器
の
中
の
人
々
、
要
す
る
に
一
人
暮
ら
し
の
人
か
、
二
人
暮
ら
し
の
人
か
、
そ

の
条
件
の
中
で
、
サ
ー
ビ
ス
が
ど
う
機
能
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
場
合
に
、
機
能
し
に
く
い
人
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は
、
も
し
か
し
た
ら
先
ほ
ど
言
っ
た
自
助
、
互
助
の
不
足
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
を
何
と
か
ア
プ
ロ
ー
チ

す
る
と
い
う
こ
と
を
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
逆
に
そ
れ
が
な
い
と
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
側
も
、
つ
ら
い
サ
ー

ビ
ス
に
な
っ
て
い
く
。

や
り
や
す
い
も
の
だ
け
を
残
し
て
、
や
り
に
く
い
も
の
は
お
断
り
す
る
と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
辺
の
き
め
細
や
か
な
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
重
要
で
す
。
ソ
リ
ュ
ー

シ
ョ
ン
は
、
個
々
の
こ
と
し
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
ら
辺
に
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
気
が
し
て

い
ま
す
。

―
―
「
四
重
苦
」
を
抱
え
て
、
行
き
場
所
を
失
う
高
齢
疾
病
障
害
者
に
対
し
て
、
単
身
困
窮
者
支
援
、
医

療
連
携
課
題
、
急
性
期
、
回
復
期
、
単
身
在
宅
を
回
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
保
証
人
の
問
題
も
あ
り
ま
す

が
、
病
院
に
入
る
と
き
も
、
出
る
と
き
も
か
な
り
の
支
援
が
要
る
と
思
う
わ
け
で
す
。

超
高
齢
化
し
た
団
地
の
中
で
相
談
を
受
け
て
い
る
と
、
全
く
同
じ
構
図
が
出
て
き
ま
す
。
困
っ
た
と

き
、
さ
び
し
い
と
き
の
相
談
、
プ
ラ
ス
病
気
に
な
っ
た
と
き
の
相
談
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。
制
度
利

用
に
つ
い
て
も
、
い
く
ら
説
明
さ
れ
て
も
わ
か
ら
な
い
の
で
何
度
も
何
度
も
説
明
し
た
り
、
一
緒
に
書
類

を
読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
中
で
、
受
診
予
約
や
通
院
同
伴
の
互
助
的
な
相
談
は
、
介
護
保
険
で
は
、
で
き
ま
せ
ん
。
単

身
高
齢
者
の
ち
ょ
っ
と
し
た
と
き
、
た
と
え
ば
、
す
ぐ
近
く
の
病
院
に
つ
な
ぐ
に
し
て
も
一
人
で
行
け
な

い
状
態
な
の
で
同
伴
す
る
と
、
い
き
な
り
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
で
す
が
、
雇
用
創
出
し
て
、
こ
う
い
う
こ
と
を
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す
る
人
に
お
金
が
つ
く
よ
う
な
仕
組
み
に
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

高
橋　

い
ろ
い
ろ
な
タ
イ
プ
が
あ
る
み
た
い
で
す
。
た
だ
１
つ
、
最
近
わ
か
り
だ
し
た
の
は
、
共
同
居

住
、
つ
ま
り
「
と
も
暮
ら
し
」
を
す
る
と
、
そ
う
し
た
問
題
が
相
当
カ
バ
ー
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
い
ろ
い
ろ
な
組
み
合
わ
せ
で
「
と
も
暮
ら
し
」
を
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
訪
問
ヘ
ル
パ
ー
さ

ん
が
毎
日
３
時
間
行
く
必
要
が
な
く
な
る
と
か
、
住
ま
い
方
に
よ
る
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
い
ろ
い
ろ
な
形
で
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
組
み
合
わ
せ
て
い
く
中
で
、
ち
ょ
っ
と
し
た
仕
事
的
な

も
の
も
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
考
え
方
で
す
。

―
―
親
が
寝
た
き
り
に
な
っ
た
と
か
、
呼
吸
器
つ
け
た
け
ど
、
は
ず
せ
な
く
な
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
状

況
に
な
っ
て
初
め
て
、
40
代
、
50
代
の
娘
や
息
子
た
ち
は
「
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」

と
言
い
ま
す
。

京
都
の
芸
妓
さ
ん
た
ち
は
、
お
一
人
暮
ら
し
の
方
が
多
い
の
で
す
が
、
芸
妓
さ
ん
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で

自
助
、
互
助
が
あ
っ
て
、
最
期
の
死
亡
確
認
に
来
る
の
は
、
お
客
様
で
来
て
い
た
医
者
が
す
る
と
い
っ
た

地
域
が
実
際
に
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
復
活
し
て
い
く
だ
ろ
う
、
と
い
う
思
い
は
あ
る

の
で
す
が
、
や
は
り
、
今
の
40
代
、
50
代
の
人
た
ち
に
、
ど
う
い
う
風
に
生
き
る
か
を
も
っ
と
考
え
さ
せ

な
き
ゃ
い
け
な
い
。

私
は
、
看
護
管
理
者
を
対
象
に
し
た
講
演
の
際
に
、「
ぜ
ひ
ナ
ー
ス
同
士
で
シ
ェ
ア
し
ま
し
ょ
う
。
同

じ
年
代
ば
か
り
で
は
な
く
、
ひ
と
回
り
下
の
世
話
し
て
く
れ
る
ナ
ー
ス
も
入
れ
て
一
緒
に
住
み
ま
せ
ん
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か
」
と
言
う
と
、
ナ
ー
ス
た
ち
は
初
め
て
「
そ
れ
、
い
い
で
す
ね
」
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
場
面
が
医
療
者
で
さ
え
も
な
い
の
で
、
一
般
の
人
た
ち
に
対
し
て
、
そ
う
い

う
こ
と
を
考
え
て
も
ら
う
よ
う
な
機
会
を
作
っ
て
行
か
な
い
と
、
現
実
的
な
行
動
に
つ
な
が
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

高
橋　

た
と
え
ば
、
自
分
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
最
期
で
失
敗
し
た
か
ら
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
だ
け
は
せ
め
て

ち
ゃ
ん
と
し
た
い
。
仮
に
適
切
な
施
設
へ
入
れ
た
と
す
る
と
、
そ
こ
へ
足
繁
く
孫
を
連
れ
て
通
う
。
そ
う

し
た
生
活
を
通
し
て
、
あ
る
種
の
意
識
変
容
が
次
の
世
代
へ
残
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
た
連
鎖
み

た
い
な
も
の
が
、
こ
れ
か
ら
意
外
と
玉
突
き
の
よ
う
に
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
期
待
し
て

い
ま
す
。

先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
良
い
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
い
う
の
は
教
育
機
能
が
あ
り
ま
す
。
市
民
教
育
が
で
き

ま
す
。
悪
い
Ｎ
Ｐ
Ｏ
は
抱
え
込
み
ま
す
。
市
民
セ
ミ
ナ
ー
に
し
ろ
、
書
籍
に
し
ろ
、
結
局
は
口
コ
ミ
と
い

う
か
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
な
ど
を
媒
介
に
し
て
、
世
代
間
を
超
え
た
学
習
を
構
想
す
る
こ
と
も
必
要
だ
と

思
い
ま
す
。


