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本
稿
は
わ
れ
わ
れ
が
昭
和
五
六
年
度
に
実
施
し
た
「
神
奈
川
県
老
人
福
祉
事
務
・
事
業
調
査
」
お
よ
び
「
老
人
福
祉
費
の
基
馳
財
政
需

要
額
の
実
態
調
査
－
人
Ⅲ
一
○
万
人
の
標
地
剛
体
の
実
態
洲
森
に
よ
る
」
を
も
と
に
、
ま
だ
典
計
・
分
析
の
途
上
で
あ
る
が
、
小
川
的
な

ま
と
め
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
川
的
な
ま
と
め
と
は
い
え
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
Ｈ
的
か
ら
し
て
、
あ
ま

り
に
デ
ー
タ
ー
が
不
足
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
の
ま
と
め
の
性
格
は
、
今
後
さ
ら
に
分
析
を
進
め
て
い
く
上
で
の
調
査
研
究
の
青

写
真
を
拙
き
、
視
点
を
川
硴
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
全
体
的
に
試
論
の
域
を
で
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
た
別
の
機
会

に
、
調
査
の
災
計
・
分
析
が
終
わ
り
し
だ
い
修
正
な
ど
も
含
め
て
完
成
し
た
も
の
を
川
蔵
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

自
治
体
の
老
人
福
祉
施
策

に
関
す
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調
査
研
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（
中
間
報
告
）

自
治
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一
、
｜
調
査
研
究
の
目
的

「
商
齢
化
社
会
」
あ
る
い
は
「
商
齢
者
問
題
」
に
つ
い
て
の
瀧
論
は
、
近
年
い
ろ
い
ろ
な
視
点
か
ら

活
発
に
行
な
わ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
ブ
Ⅶ
Ｉ
チ
の
視
点
や
方
法
に
よ
っ
て
か
な
り
異
っ
て
お
り
、
ま
だ
基
礎
的
な
研
究
が
必
要

と
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
一
つ
の
研
究
の
視
点
と
し
て
こ
う
し
た
問
題
と
か
か
わ
り
の
深
い
社
会
保
障
制
度
に
お
い
て
、

法
的
な
側
面
か
ら
、
法
が
現
実
的
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
、
ま
た
、
そ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
て
い
る
か
、
さ
ら
に

今
後
、
法
の
機
能
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
っ
た
立
法
政
簸
の
問
題
な
ど
を
現
状
分
析
を
ふ
ま
え
て
券
察
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
ほ

と
ん
ど
例
が
な
く
、
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
さ
し
あ
た
っ
て
、
老
人
桐
祉
法
を
中
心
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
関
係
法
に
視
座
を
お
い
て
み
た
。
そ
の
お
も
な
動

機
は
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
第
一
に
、
「
高
齢
化
社
会
」
、
あ
る
い
は
「
高
齢
者
問
題
」
と
法
と
の
か
か
わ
り
を
分
析
す
る

際
、
老
人
福
祉
法
は
そ
の
対
象
が
「
要
援
護
老
人
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
比
較
的
、
問
題
が
先
鋭
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を

対
象
領
域
と
し
て
お
り
、
そ
の
対
象
の
性
格
な
り
位
侭
づ
け
に
つ
い
て
、
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
が
持
ち
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

も
、
法
を
実
際
に
解
釈
し
運
用
す
る
行
政
は
、
た
え
ず
こ
う
し
た
問
題
に
着
目
し
て
現
実
的
に
対
応
し
て
お
り
、
法
の
機
能
を
分
析
す
る

に
は
と
ら
え
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
う
し
た
先
鋭
的
な
問
題
は
、
そ
の
災
態
が
把
握
さ
れ
や
す
い
ば
か
り
で
な
く
、
現
象
的

に
は
一
部
の
特
殊
な
問
題
、
あ
る
い
は
少
数
な
も
の
の
問
題
に
み
え
る
が
、
そ
れ
は
「
高
齢
化
社
会
」
あ
る
い
は
「
高
齢
者
問
題
」
の
全

体
像
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
将
来
的
な
問
題
を
敏
感
に
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
の
全
体
像
、
あ
る

い
は
将
来
の
展
望
を
ふ
ま
え
て
「
高
齢
化
社
会
」
へ
の
対
応
策
を
検
討
す
る
た
め
の
素
材
が
得
ら
れ
や
す
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
第

序
章
、
調
澁
研
究
の
方
法

向
淌
体
の
老
人
福
祉
施
策
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

一
八
○



三
に
、
今
Ⅱ
、
と
く
に
地
力
月
輪
体
の
老
人
栃
社
行
政
は
、
耕
し
く
多
様
化
し
、
い
わ
ゆ
る
「
通
達
行
政
」
、
「
補
助
金
行
政
」
が
拡
大
し
、

き
わ
め
て
複
雑
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
い
ろ
い
ろ
な
視
点
か
ら
の
見
な
お
し
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

今
後
、
こ
の
問
題
は
い
ろ
い
ろ
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
て
巡
行
し
て
い
く
こ
と
は
必
至
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
縦
論
を

す
る
た
め
の
盗
料
が
あ
ま
り
に
不
足
し
て
い
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
建
設
的
な
議
論
を
進
め
る
た
め
の
一
つ
の
資
料
と
し
て
、

老
人
禰
祉
行
政
お
よ
び
そ
れ
と
表
裏
一
体
の
財
政
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
愈
要
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
目
的
は
、
老
人
福
祉
法
の
機
能
を
行
政
。
財
政
の
実
態
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
、

そ
れ
を
難
破
に
、
問
題
点
を
ク
ｍ
１
ズ
．
ア
ッ
プ
し
て
、
「
商
齢
化
社
会
」
を
展
望
し
て
の
老
人
橘
祉
怯
・
行
政
・
財
政
の
改
悲
の
力
向

を
見
い
だ
す
こ
と
に
お
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
研
究
目
的
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
い
く
つ
か
の
方
法
が
考
え
ら
れ
、
検
討
を
要
す
る
。

ま
ず
方
法
の
問
題
と
し
て
は
、
ま
ず
第
一
に
、
老
人
福
祉
行
政
・
財
政
と
い
っ
て
も
、
行
政
庁
の
符
鞘
で
み
て
も
ほ
と
ん
ど
の
櫛
庁
に
ま

た
が
る
ほ
ど
で
あ
り
、
そ
の
施
策
内
容
も
多
様
で
あ
り
、
そ
の
範
囲
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
定
め
る
か
が
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
第
二
に
、

全
国
の
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
と
ら
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
市
町
村
ま
で
ふ
く
め
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
そ
し
て
第
三
に
、

老
人
福
祉
法
の
機
能
を
行
政
・
財
政
の
実
態
を
通
じ
て
分
析
す
る
と
い
っ
て
も
、
実
際
に
老
人
福
祉
施
策
を
利
用
し
て
い
る
住
民
の
サ
イ

ド
か
ら
そ
の
「
行
政
効
采
」
の
測
定
を
通
じ
て
行
う
の
か
、
あ
る
い
は
、
囚
・
都
道
府
肌
・
市
町
村
の
Ⅲ
に
お
い
て
、
そ
の
行
政
・
財
政

は
ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
で
、
ど
の
よ
う
な
椛
限
で
、
い
か
に
迷
川
さ
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
行
財
政
の
実
際
の
流
れ
の
中
で
法
の
機
能

の
分
析
を
行
う
の
か
、
あ
る
い
は
加
考
の
分
析
を
あ
わ
せ
て
行
な
う
の
か
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
に
な
る
。

そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
問
題
の
検
討
に
際
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
分
析
の
視
点
を
定
め
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
方
法
を
定
め

る
こ
と
に
し
た
。

■
１
β

・
目
治
体
の
老
人
福
祉
施
策
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）
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自
治
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

一
八
二

二
分
析
の
視
点
ま
ず
分
析
の
視
点
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
の
お
も
な
調
査
研
究
の
動
向
を
ご
く
お
お
ま
か
で
あ
る
が

み
て
お
こ
う
。
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
老
人
対
策
室
の
『
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
老
人
福
祉
単
独
事
業
の
動
向
に
関
す
る
調
査
研

究
’
１
市
（
指
定
都
市
及
び
東
京
都
二
三
区
を
含
む
）
に
お
け
る
事
業
を
中
心
と
し
て
Ｉ
』
（
昭
和
五
十
四
年
一
月
）
に
よ
る
と
、
市
レ
ベ

ル
の
単
独
噸
業
は
昭
和
四
十
四
年
で
五
三
一
平
業
だ
っ
た
の
が
五
十
一
年
で
は
二
千
六
三
四
事
業
と
七
年
間
に
約
五
倍
に
達
し
て
い
る
と

報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
ど
ん
な
事
業
が
ｎ
輪
体
の
性
格
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
る
か
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

確
か
に
、
こ
れ
ま
で
事
業
数
は
増
加
の
一
途
を
辿
っ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
〃
バ
ラ
マ
キ
福
祉
〃
、
〃
福
祉
見
な
お
し
〃
な
ど

と
批
判
も
な
げ
か
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
で
は
一
般
的
に
自
治
体
内
部
で
〃
も
は
や
事
業
の
メ
ニ

ュ
ー
は
そ
ろ
っ
た
今
後
は
事
業
の
体
系
化
と
内
容
が
問
題
だ
〃
と
い
う
見
方
も
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
今
後
は
こ

う
し
た
方
向
に
む
け
て
論
議
が
活
発
に
展
開
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
事
業
の
体
系
化
」
、
「
事
業
内
容
の
髄
倣
」
と
い
っ

て
も
容
易
な
事
で
は
な
い
し
、
そ
の
論
議
に
あ
た
っ
て
事
業
の
実
態
を
ふ
ま
え
な
け
れ
ば
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
。

と
こ
ろ
で
そ
の
実
態
は
十
分
に
分
析
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
否
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
ま
で
に
、
こ
う
し
た
問
題
に
答
え
る
た
め
に
さ
き
の
総
理
府
調
査
を
は
じ
め
東
京
都
民
生
局
老
人
福
祉
部
計
画
課
の
『
昭
和
五
十

三
年
度
、
都
道
府
県
に
お
け
る
在
宅
老
人
福
祉
施
策
の
単
独
（
上
乗
せ
）
事
業
調
査
』
（
昭
和
五
十
四
年
六
月
）
で
、
全
国
都
道
府
県
レ
ベ

ル
の
在
宅
老
人
福
祉
施
策
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
単
独
事
業
あ
る
い
は
国
の
事
業
へ
の
上
乗
せ
事
業
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
地
方
自
治
総
合
研
究
所
の
『
老
人
・
身
障
者
福
祉
の
財
政
負
担
』
（
昭
和
五
十
五
年
一
○
月
）
で
五
市
を
対
象
と
し
て
、
老
人
福

祉
法
に
お
け
る
市
町
村
の
財
政
負
担
の
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
今
回
の
調
査
の
分
析
に
も
川
い
ら
れ
て
い
る
が
、
同
研
究

所
の
『
自
治
体
事
務
基
礎
調
査
中
間
報
告
』
（
昭
五
十
二
年
八
月
）
で
川
崎
市
の
事
務
・
事
業
に
つ
い
て
法
律
的
な
性
格
に
よ
り
分
類
さ
れ



そ
し
て
近
年
、
こ
う
し
た
調
査
研
究
に
解
発
さ
れ
て
、
溌
干
の
自
沿
体
で
も
調
査
研
究
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
ま

だ
こ
う
し
た
研
究
は
緒
が
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。

と
く
に
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
研
究
は
、
概
ね
ど
ん
な
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
根
拠
法
の
形
式
（
法
令
・
条
例
・
通
達
・
要
綱

な
ど
の
別
）
は
何
に
よ
っ
て
い
る
か
、
実
施
主
体
、
事
業
の
概
要
と
し
て
対
象
・
要
件
・
内
容
・
予
算
規
模
な
ど
が
、
い
わ
ば
平
面
的
に

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

老
人
福
祉
事
務
・
琳
業
は
、
国
、
都
道
府
県
、
市
町
村
の
老
人
桶
祉
行
政
に
よ
っ
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、

国
と
自
治
体
に
お
け
る
事
務
（
権
限
）
配
分
・
財
政
配
分
な
ど
に
よ
っ
て
複
雑
な
流
れ
が
み
ら
れ
、
そ
の
流
れ
の
中
で
都
道
府
県
・
市
・

町
・
村
は
そ
れ
ぞ
れ
の
役
削
を
来
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
そ
の
酬
務
・
珈
業
の
流
れ
の
実
態
と
兇
・
市
・
町
・
村
の
役
削

を
分
析
す
る
た
め
に
は
断
而
的
な
調
交
研
究
も
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
だ
こ
う
い
っ
た
調
査
研
究
は
み
あ
た
ら
な
い
。

と
く
に
今
Ⅱ
、
「
地
力
の
時
代
」
な
ど
と
い
わ
れ
、
、
沿
休
へ
の
椛
限
の
委
談
が
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
だ
け
に
、
ま
た
「
福
祉

見
直
し
」
と
か
、
「
高
齢
化
社
会
」
と
い
っ
た
問
題
を
か
ら
め
ざ
る
を
得
な
い
だ
け
に
、
県
・
市
・
町
・
村
と
い
っ
た
日
流
体
が
こ
れ
を

ど
う
受
け
と
め
る
か
は
砿
要
な
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
さ
し
あ
た
っ
て
、
第
一
に
現
在
の
老
人
福
祉
行
政
の
機
構
の
中
で
こ
れ
ら
の
ｎ
輪

体
が
噸
務
・
蛎
業
の
流
れ
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
制
を
来
た
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
有
意
雄
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
に
は
、
こ
う
し
た
事
務
・
事
業
の
流
れ
に
則
し
て
、
今
日
「
通
達
行
政
」
と
か
「
要
綱
行
政
」
と
か
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
実
態
は

ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
ま
た
批
判
的
な
意
見
が
展
開
さ
れ
て
い
る
わ
り
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

こ
で
、
嚇
務
・
漸
業
の
法
的
根
拠
の
形
式
の
み
な
ら
ず
、
法
・
条
例
・
規
則
・
通
達
・
要
綱
の
分
析
を
通
じ
て
、
国
と
自
治
体
の
役
割
及

脚
沿
体
の
老
人
描
祉
施
簸
に
側
す
る
調
査
研
究
（
中
川
報
告
）

一
八
三

分
析
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
近
年
、
こ
う
し
」



自
治
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

一
八
四

び
法
の
機
能
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

第
三
に
、
国
と
自
治
体
に
お
け
る
我
川
負
担
配
分
の
問
題
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
「
摂
津
訴
訟
」
を
契
機
に
い
わ
ゆ
る
「
超
過
負
担
」

問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
そ
の
実
態
も
全
国
知
事
会
、
全
国
市
長
会
、
全
国
町
村
長
会
な
ど
地
方
六
団
体
に
よ
る
「
地
方
超
過
負

担
の
尖
態
訓
査
」
な
ど
が
実
施
さ
れ
、
か
な
り
そ
の
実
態
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
今
Ⅱ
刀
淡
川
負
担
配
分
を
め
ぐ
る
問
題
の
も
う
一
つ
の
側
川
で
あ
る
ｎ
桁
体
側
格
差
が
生
じ
て
き
て
い
る
川
題
が
あ
る
。
琳

務
・
噸
業
の
拡
大
と
と
も
に
そ
の
格
差
は
〃
ね
た
き
り
老
人
に
な
る
に
も
、
沿
体
を
選
ん
で
〃
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
か
な
り
大
き
く
な
っ

て
き
て
い
る
。
こ
う
し
た
格
差
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
総
理
府
洲
査
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
地
方
自
治
総
合
研
究
所
の
『
全

国
福
祉
地
図
』
（
昭
五
六
年
八
月
）
で
も
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
あ
る
が
そ
の
柘
差
の
尖
態
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
民
生
澱
に
占

め
る
老
人
桐
祉
擬
の
制
令
を
み
る
と
、
全
国
平
均
二
二
・
四
％
で
あ
る
が
、
最
商
は
大
阪
府
の
三
七
・
六
％
に
対
し
、
妓
低
は
和
歌
山
県

の
一
三
％
と
い
っ
た
格
差
が
生
じ
て
き
て
い
る
。

そ
こ
で
こ
う
し
た
格
差
を
調
整
す
る
地
方
交
付
税
制
度
に
着
目
し
て
、
現
行
の
制
度
が
財
政
調
整
に
ど
の
程
度
の
機
能
を
し
、
一
般
財

源
を
保
障
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
三
つ
の
視
点
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ア
ブ
Ⅶ
－
チ
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。

一
一
宇
調
査
の
方
法
そ
こ
で
こ
う
し
た
視
点
を
も
と
に
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
国
・
県
・
市
・
町
ｑ
村
と
い
う
琳
務
・
嚇
業
の
流
れ
の
実

態
を
分
析
す
る
た
め
に
、
自
治
体
側
の
と
く
に
実
際
の
事
務
・
事
業
の
担
当
職
員
の
協
力
が
得
ら
れ
る
こ
と
と
、
老
人
福
祉
事
務
・
事
業

と
い
っ
て
も
所
播
が
多
岐
に
わ
た
り
脳
大
な
も
の
と
な
る
た
め
、
老
人
柵
祉
主
緋
課
の
事
務
・
事
業
に
限
定
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
さ
ら

に
今
回
は
、
住
民
サ
イ
ド
か
ら
の
事
業
利
川
の
実
態
を
通
じ
て
の
「
行
政
効
采
」
な
り
「
行
政
評
価
」
に
つ
い
て
の
訓
衣
は
別
の
機
会
に



す
る
こ
と
に
し
た
。

そ
こ
で
調
査
の
対
象
と
し
て
、
神
奈
川
県
老
人
福
祉
課
の
協
力
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
県
下
の
市
町
村
に
協
力
の
依
頼
を

し
た
。
そ
の
紡
采
、
政
令
指
定
都
市
と
し
て
は
川
崎
市
、
糾
通
巾
は
人
口
約
三
○
万
人
の
藤
沢
市
、
町
は
人
川
約
三
万
人
の
一
一
腐
町
、
村

は
県
下
唯
一
の
村
で
あ
る
人
口
約
三
千
人
の
清
川
村
の
協
力
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
「
老
人
福
祉
事
務
・
事
業
調
査
」
は
神
奈
川
県
・
川
崎
市
・
藤
沢
市
・
二
宮
町
。
清
川
村
で
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
具

体
的
な
調
査
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
は
第
一
章
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
た
、
地
方
交
付
税
制
度
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
「
老
人
柵
祉
我
」
の
雑
池
財
政
播
嬰
額
の
実
態
お
よ
び
飛
地
財
政
補
要
額
に
算
定
さ
れ

て
い
る
老
人
福
祉
事
業
の
全
国
的
妓
低
韮
醜
を
示
し
て
事
業
化
す
べ
き
も
の
と
し
て
地
方
交
付
税
に
算
定
さ
れ
て
い
る
珈
業
で
、
換
言
す

れ
ば
囚
が
財
源
保
障
を
し
て
全
国
の
日
沿
体
で
珈
業
化
を
奨
励
し
て
い
る
事
業
で
、
い
わ
ば
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
事
業
」
と
も
い

え
る
事
業
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
に
使
用
さ
れ
て
い
な
い
用
語
で
あ
る
が
、
全
国
的
に
最
低
限
実
施
さ
れ
る
べ
き
事
業

と
し
て
の
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
事
業
と
し
て
、
あ
え
て
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
事
業
」
と
い
う
言
葉
を
川
い
る
こ
と
に
し
た
。
そ

し
て
、
こ
の
二
つ
の
尖
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
市
町
村
の
地
方
交
付
税
の
標
氷
川
体
と
し
て
人
口
一
○
刀
人
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
調
査
対
象
を
全
図
で
一
○
刀
人
前
後
の
巾
で
あ
る
二
十
四
巾
に
お
い
た
。
こ
の
二
十
四
市
に
調
査
票
を
郵
送
し
て
回
答
を
依
頼
す

る
こ
と
に
し
た
。
さ
ら
に
、
「
老
人
福
祉
辮
務
・
事
業
調
査
」
の
対
象
で
あ
る
神
奈
川
県
・
川
崎
巾
α
藤
沢
市
、
二
宮
町
・
清
川
村
の
財

政
調
査
を
併
せ
て
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
。
具
体
的
な
調
査
の
実
施
方
法
に
つ
い
て
は
本
論
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
「
老
人
福
祉
事
務
・
事
業
調
査
」
お
よ
び
「
老
人
福
祉
費
の
基
準
財
政
需
要
額
の
実
態
調
査
」
の
実
施
主
体
は
、
い
ず
れ
も
、

法
政
大
学
現
代
法
研
究
所
（
社
会
法
グ
ル
ー
プ
、
代
表
秋
田
成
就
）
で
あ
る
。
調
査
員
は
、
表
記
の
大
山
博
、
岡
田
彰
、
山
口
春
子
、

自
沿
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
関
す
る
調
査
研
究
印
間
報
告
）

一
八
五



自
治
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

一
八
六

商
柵
紘
一
の
凹
紹
と
、
分
析
作
業
の
過
程
で
は
法
政
大
学
学
生
坂
元
尚
美
子
、
中
央
大
学
大
学
院
生
伊
崎
災
都
子
の
協
力
を
得
た
。

四
、
本
稿
の
構
成
本
稿
は
、
は
じ
め
に
述
ぺ
た
よ
う
に
、
以
上
述
ぺ
て
き
た
調
査
研
究
の
方
法
に
よ
り
行
な
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

る
が
、
そ
の
中
川
報
告
で
あ
り
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
の
研
究
の
盤
理
を
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

と
く
に
、
こ
う
し
た
綱
査
研
究
は
他
に
例
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
調
査
に
あ
た
っ
て
の
予
伽
知
識
も
あ
ま
り
得
ら
れ
ず
、
ま
た
、
調

査
研
究
の
青
写
真
が
な
か
な
か
描
き
き
れ
ず
試
行
錯
誤
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
試
論
で
は
あ
る
が
、
今
後
の
研
究
を
深
め
る
た
め

に
、
ま
と
め
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
研
究
計
川
か
ら
す
る
と
、
資
料
が
あ
ま
り
に
も
不
足
し
て
い
る
が
「
老
人
桶
祉
那
務
・
耶
業
調

査
」
に
関
し
て
は
、
本
調
査
で
は
、
県
・
市
・
町
・
村
の
事
務
・
事
業
の
流
れ
の
中
で
基
礎
的
な
位
置
に
あ
る
神
奈
川
県
に
と
り
あ
え
ず

限
定
し
、
資
津
料
の
許
す
範
囲
で
分
析
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
。

ま
た
、
本
橘
で
は
、
神
奈
川
肌
の
み
の
分
析
に
限
定
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
川
崎
巾
・
藤
沢
市
・
二
宮
町
・
柵
川
村
の
財
政
分
析
は
別

の
機
会
と
し
、
「
老
人
福
祉
費
の
基
準
財
政
需
要
額
の
実
態
調
査
」
の
中
間
報
告
の
み
に
と
ど
め
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
の
榊
成
は
、
第
一
章
で
は
、
神
奈
川
県
の
老
人
補
社
事
務
・
嚇
業
を
と
り
あ
げ
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
そ
の
性
格
な
り

特
徴
を
蜥
務
（
椛
限
）
配
分
の
視
点
か
ら
分
析
を
試
み
る
。
そ
の
た
め
一
つ
に
は
、
政
雄
決
定
・
事
業
化
に
お
い
て
、
そ
の
励
機
づ
け
の

要
因
は
ど
ん
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
い
う
、
い
わ
ば
事
務
・
事
業
の
発
生
原
因
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
第
二

に
は
そ
の
事
務
・
事
業
は
国
と
の
関
係
に
お
い
て
事
務
配
分
上
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
も
の
な
の
か
を
伝
統
的
な
事
務
区
分
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
し
て
み
る
。
第
三
に
は
、
そ
の
蛎
務
は
だ
れ
が
、
ど
ん
な
方
法
で
実
施
す
る
の
か
と
い
う
実
施
主
体
と
そ
の
方
法
を
明
ら
か
に

す
る
。
第
四
に
、
こ
れ
ら
の
事
務
・
事
業
の
運
営
上
、
実
際
に
処
理
す
る
担
当
者
が
ど
の
よ
う
な
問
題
点
や
改
善
策
を
考
え
て
い
る
か
に



そ
し
て
第
二
章
で
は
、
こ
う
し
た
事
務
・
事
業
の
性
格
な
り
特
徴
を
法
的
な
側
面
か
ら
分
析
を
試
み
る
。
そ
の
た
め
、
各
事
務
・
事
業

の
法
的
根
拠
お
よ
び
形
式
を
明
ら
か
に
し
て
、
ま
ず
そ
の
法
的
性
格
を
と
ら
え
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
特
徴
な
ど
を
と

ら
え
な
が
ら
、
老
人
福
祉
法
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
法
の
機
能
を
検
討
す
る
。

さ
ら
に
、
今
回
は
柿
論
と
し
て
、
今
後
の
事
務
鞭
業
調
査
と
関
連
づ
け
て
財
政
分
析
を
す
る
た
め
の
基
礎
的
な
研
究
と
な
る
老
人
編
祉

蕊
の
埜
準
財
政
需
要
額
の
実
態
調
査
の
中
間
報
告
を
掲
載
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
。

な
お
、
本
稿
は
表
記
の
共
同
研
究
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
序
章
１
大
山
博
、
第
一
章
ｌ
岡
田
彰
、
第
二
章
ｌ
山
口
春
子
、
補
論
ｌ
高

橘
紘
一
が
執
薙
を
担
当
し
た
。
ま
た
全
体
の
制
躯
の
た
め
加
蛾
、
修
正
を
大
川
博
が
行
な
っ
た
。

木
鞭
で
は
、
序
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
神
奈
川
恥
老
人
福
祉
郡
務
・
耶
業
訓
森
」
に
雑
づ
き
、
と
く
に
珈
務
配
分
の
視
点
か
ら
盗

料
の
許
す
範
囲
で
そ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。

な
お
、
木
調
査
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
は
、
昭
和
五
十
六
年
度
中
の
神
奈
川
県
老
人
福
祉
課
が
所
掌
す
る
事
務
・
事
業
に
限
定
し
、

当
該
年
度
巾
に
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
調
査
の
対
象
か
ら
除
い
た
。

典
体
的
な
事
務
。
事
業
の
区
分
は
、
老
人
福
祉
課
の
事
務
分
担
表
お
よ
び
神
奈
川
県
老
人
福
祉
対
策
図
と
昭
和
五
十
六
年
度
当
初
予
算

一
覧
表
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
れ
に
若
干
の
補
正
を
行
な
っ
た
。

自
治
体
の
老
人
福
祉
施
策
に
閲
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

一
八
七

つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

館
一
章
神
奈
川
県
老
人
福
祉
事
務
・
事
業
の
実
態

は
じ
め
に
ｌ
調
査
の
方
法
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第１表神奈川県老人福祉事務・事業の擬況（昭和56年度）

事務区分｡

震鴎

０１１０

ＯｌＣ

ＯｌＣ

事務・事業名

③

政策決定(事業化)の経過

② 事務区分。

機関
霧任

事務

団体

霧係

事務

固有

事務

⑪

庫出の無国支金蒋
②

実施主体・

実施方法
遮燭上の問題点､改善宛

②

保健・医象

老人健康教育事業

在宅老人機能回復訓練事業

老人保健医療総合対策開発事業

老人健康診宜事業

老人医線費支給鞭案

老人性白内障手術費補助

商齢者医療費支給事業補助

市町村老人医機指導監査

老人医療費・月報・年報の作成

国のメニュー事業

国のメニュー事業

法定事項
国のメニニー事業

法定獣i項

国の事業

国の事業

国のq蝿上のi噛完(老人mK1H費支給の上ﾒﾓせ）

国からの揖定事項

EIからの通知

『巳 ○○

○○○

○○ ○○○○○○○○
市町村

市町村

市町村

市町村焚

市町付曇

市町村

市町村

県

県

教育庁の生濫牧育と競合
国の補助隷準額が低い

涼門職員の不足

国の補助基準額が低額

国の補助基瀧額が低額で超過負投
(『ﾄﾞﾃﾛﾘ｢特）主稔医との関係で受診
単が低い

各報鐘人演検診との迩携が必要．

受診後の保健招導がうまく機能し
憩い

施設福ご社
老人病棟建投費補助覗業

老人福祉施設等整備費補助，
缶白

軽費老人ホーム事務費補助事業
凸日■L心Ⅵ

県立老人ホーム管理迩営委託事業

緊急施策として実施（折神奈川
計画で寛施計11mあり）

注定蛎項

国の事業として発足

○

○

○○ ○○○

医療社会福祉施
投を識iEする法
人

社会禰祉法人

市町村
社会福祉法人

社会福祉法人



○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
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施設福
社

老人保養所・運営費補助

新設蕊間社会彊祉施設運営費補助事業

老人福祉施設医療処jlii強化事業

民間社会福祉施設入所者処遇費捕助

老人保護譜慰安

県立老人ホーム運懲事業

j也域老人福祉センター設冠費補助

老人ホームの設置認可及び届出

老人福祉施設関係会繊

ﾘｽ?の判断･老人の利用の促進を図る

県の判断、措置費制度（関所時
は日割収入のため職員の鋪保、
施餓運営の安定力個難）の補完

県の判断、入所老人の処j遇向上
のため

鑑置費の補完

法定事項

直iii施設の維持運衡

法定引繩ｉ

県の判断・入所者の人棚果障、
施設の適正左運営確傑

○

○

○○○○
○○
○

○○○

社会樋祉騏某団

社会福祉法人

社会福祉法人

社会福祉法人

市奨(県知事）

県

市町村

県知卒

県

利用者の適正fh机の視点から利JＵ
科の検占寸が必蕩

補助基準額力抵い

在宅福祉
高齢者生きがい対策推進連絡協鍍会

高齢者事業団等事業掻興補助

老人福祉地域鯛勤促進嚇業費補助

県の判断・県、市町村間の連携
強化による老人福祉対策推進の
必要性

上記協砿会で助成要望

他県先行嚇業からヒント ○○○
県

市町村

市町村

.､老人のいきがい"という抽象的課
題を行政に反映醤せる新しい試み

のためのテーマの選定がむずかし
い

事藁規模及び内容等の差力;大きく補
助基準額について再検討を要する

今後の施策の腰開の中でどのよう
に泣置づけるか

補助基離額が低いものがある
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串筋区分。

雲￣ 事務・事業名

③

飲策決定(事業化)の経過

⑨ 事務区分 。

機間

審任
事務

団体

委任

事務

固右

事務

⑨
ぽｍｆ
●勺｡￣▼￣

支出
金の
有無

②

実施主体．

実施方
い
む

運営上の問題点､改善策

⑦

在宅福祉
老人地域文化体育擾興事業

老人保養所招待qlF案

生き鄙いと創迩の事業に対する描助事業

高齢者職業紹介事楽観補助

老人居室整lili資金寅付事業

敬老金品神父付本業

敬老感謝写真撮影襲業YH補助

知事商齢老訪問事業

福寺手帳作成事業

老人ク プ プ助成事業

県老人クラ弱虫合会補助事業

県の判断
老人クラブj里会合からの蕩請

県の判断一要[鍍護老人に対する
慰安激励

国のメニュー事栗

国の捕助泰業及びその補完

国の指定事業
県老人稿祉対策婆Ｆ１会の提言

県の判断

日本写真文化協会県支部からの
申出

県の判断

国の指定補助事業
老人クラブからの要請

県老人クラブ連合会の要舗

○○○○○○
○○○○○

○○○

○○

ilj・郡老述

県

市風]｢村

市町褐社機

県

県

日本写真文化
協会県支部

県

市町村

市F1(｢村

県

県老連への補助方式に変える必WＦ

がある。報償費では象<補助金

同魍の事業との整合性の薙保に今
後の問題、補助基準額が低い

績倫管理件数の膨大､祷理の効率化

対象者のjHI大;こよる財政負担

バラマキ福祉との批判もある

各市質T村による各種敬老事案との

調整が必欝

協会に未加入のものや地域的にバ

ラツキがあり、十分利用できない
ところもある

地域の社会活勤促進特別嚇業をう
けてクラブ活動を活性化していく

兜補11力だが自主財源収入が噸加し
ており□主事糞と補助事業の区分
が必要
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在宅福祉
灘老人クラブ連合会補助事業

老人家庭奉仕員派遮事業補助

ホームコンパニオンi）RjEt事業賢補
補助

ねたきり老人家庭児舞金
激励慰問品の支給

在宅ねたきり老人一時入所事業
賛補助

デイ・サービス事業

日常生活用具給付等蘓業費補助

ひとり暮らし老人インターホン
貸与事業

県老人相談貝設祇TIF案

ねたきり老人入浴サービス事業

老人文化作品常設展示場の設置

郡老人クラブ連合会の要請

国が制度化

上記の捕完として県単で実施
その後国が制度化

県の判断、要援護家庭に灘する
慰問iRk励、岡等の事業の補完

先行していた施策(心障児対策）
をヒントに県単で実施、国制度
化後も、国の事業の補完として
入所期間を延憂

国のメニュー事業

国が制度化

県の判断、一人暮し老人力疵亡
して何日間も発見されないなど
の状況と孤独解消のため、

粗神薄弱者相談員、身障者相談
ロ制度の発足により老人福祉へ
も専入した

国の事菓の補完、市町村からの
要望、県の判断、在宅サーピ
スの充実

県の判断、老人の生きがい活動
の促進

○○○○○

○○○○○○

○○

○

○○

県

市町村

市町村

県

市町村

社会繍祉法人

市町村

県老述

難

市国丁替・祷養

郡老述

地区社憾の充実'二よる部社遡の発

腰的解消に伴う補助方八の検討

補助単価力境態'二合わず、市町村
|ま多大な超過負択
派j唖対象の所得制限の綴和
実施市町村少窪い

入所事由の拡大

国補助単価の増額

【X1の基準額力噸額で実施主体のも
ちだしが多い

補助蕪準卑L価が低い

舗祉電話の設霊に伴い、今後廃止
の予定

相談件数が少ない。相談貝の高齢

化

展示場を生きがい対策の場として
今後右効活用の検ill．
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事筋区分、

篝
。Ｉ関
任
務

機
委
事

団体

婆圧
事務霊

(注）福寿手帳作成事業，デイ・サービス事業，ねたきり老人入浴サービス事業は，老人福祉地域活勤促進事業費補助のメニュー
事業である。

事務・事業名

③

政策決定(事業化)の経過

⑤ 事務区分 ｡

機関

委任
事務

団体

婆圧
事務

固有

事務 ⑤醜釧釦撫
②

実施主体・

実施方法
運↑;iP上の問題点､改善策

⑦

その他

公益法人の許認可事務

社会福祉法人の認可の進達事務

指導監査事務

市町村老人福祉推進計画

神奈川県老人ホーム協会補助

神奈川県ホームヘルパー協議会
補助

老人福祉対策委員会

老人のための県民の集い

老人福祉行嘉費補助金

調査研究事業

厚 生 省報告例

広報用務

子算緩成用務

表彰用務

家庭奉仕負保iEE崎地域述絡会議

法定事項

法定事項

法定事項

県の判断、摘報収集、提供の必
要性

県の判断、各施設の育成指導の
必要性

県の判断、家庭瀞fl2員の質的向
上のため

各部局毎の老人関係施策の右機
的、体系化

県の判断、老人福祉思想の普及、
推進

県の判断

県老人福祉対策委員会の提言

国の指示

国の施策・県の施策

県の判断、業務運営の連絡強化

○○○

○○ ○○○○○○○○○○○
事事事

協

県知知知県県県県県蝿県県県県・県
県県県

国

老人施策は樋祉函に限らず広く対

処する必要がある



を
作
畑
成
し
て
み
た
。

調
査
項
目
は
、
事
務
・
事
業
の
概
要
、
政
策
決
定
（
事
業
化
）
の
経
過
、
事
務
区
分
法
的
根
拠
、
実
施
主
体
・
実
施
方
法
、
さ
ら
に
苦

情
・
不
服
申
立
な
ど
の
取
扱
い
方
法
、
運
用
上
の
問
題
点
・
改
善
策
な
ど
細
目
を
含
め
て
一
二
項
目
か
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

調
査
の
時
期
は
、
昭
和
五
十
六
年
七
月
～
八
月
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
こ
う
し
て
実
施
さ
れ
た
調
査
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
に
整
理
作
業
の
進
め
ら
れ
た
項
目
を
と
り
ま
と
め
て
分
析
を
行

な
う
こ
と
と
す
る
。

こ
の
分
析
に
あ
た
り
、
今
回
は
、
各
老
人
桐
祉
事
務
・
事
業
の
性
格
な
り
特
徴
が
ま
だ
整
理
作
業
の
途
中
で
も
あ
り
十
分
把
え
き
れ
て

い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
珈
務
・
事
業
の
分
獄
は
、
き
わ
め
て
便
通
的
で
は
あ
る
が
、
「
保
健
・
医
旅
」
、
「
施
設
福
祉
」
、
「
在
宅
福
祉
」
、

「
そ
の
他
」
に
分
類
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
さ
ら
に
第
二
章
で
は
法
的
根
拠
に
よ
っ
て
分
類
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
こ
う
し
た
経
緯
も
あ
っ
て
第
一
表
の
よ
う
な
「
神
奈
川
県
老
人
福
祉
事
務
・
事
業
の
概
況
」
と
し
て
ま
と
め
た
表

そ
こ
で
調
査
の
方
法
は
、
“

て
ヒ
ア
リ
ン
グ
も
行
な
っ
た
。

ま
ず
第
一
表
に
よ
り
、
⑧
欄
の
政
策
決
定
（
事
業
化
）
の
経
過
か
ら
分
析
を
試
み
て
お
こ
う
。

な
お
、
当
該
欄
で
用
語
な
ど
に
統
一
性
を
欠
い
て
い
る
の
は
、
各
事
務
担
当
者
に
よ
る
自
由
回
答
に
よ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

自
淌
体
の
老
人
福
祉
施
策
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

一
九
三

以
下
こ
れ
を
も
と
に
分
析
を
し
て
お
き
た
い
。

第
一
節
政
策
決
定
（
事
業
化
）
の
級
過
に
つ
い
て

各
事
務
担
当
者
に
調
査
表
を
配
布
し
て
回
収
す
る
方
式
で
実
施
し
た
。
ま
た
回
収
の
際
、
点
検
作
業
と
併
せ



側
治
体
の
老
人
掃
祉
施
策
に
関
す
る
調
交
研
究
（
中
間
報
告
）

一
九
四

一
般
的
に
県
に
お
け
る
「
事
業
化
」
で
最
優
先
さ
れ
る
の
は
、
「
法
定
事
項
」
や
「
国
の
事
業
」
辱
の
法
令
で
事
業
化
が
規
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
義
務
的
に
事
業
化
さ
れ
る
。
さ
ら
Ｅ
法
定
さ
れ
な
い
も
の
の
国
の
補
助
金
、
通
知
等
で
事
業
化
が
誘
導
さ
れ
、

準
義
務
的
に
事
業
化
さ
れ
る
の
が
「
囚
の
メ
ニ
ュ
ー
事
業
」
や
「
国
の
制
度
化
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
国
の
政
簸
、
主
導
に

よ
る
も
の
で
、
県
は
こ
れ
ら
を
義
務
的
に
行
う
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
県
の
事
業
化
の
意
思
決
定
に
お
け
る
優
先
順
位
を
規
定
す

る
要
因
は
こ
れ
ら
を
除
い
た
随
意
的
な
、
い
わ
ゆ
る
県
単
独
事
業
に
集
中
す
る
。

「
酬
業
化
の
経
過
」
で
は
、
「
関
係
団
体
の
要
望
」
、
瀞
識
会
等
の
「
提
言
」
、
「
（
囚
の
）
折
慨
對
の
補
完
」
、
「
他
県
・
先
行
珈
業
か
ら

ヒ
ン
ト
」
、
「
市
町
村
の
要
望
」
、
「
県
の
判
断
」
等
、
多
様
な
事
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
よ
り
厳
密
に
は
、
事
業
化
へ
の
働

き
か
け
と
、
事
業
化
決
定
の
理
由
と
を
区
分
す
る
必
要
が
あ
る
。
「
働
き
か
け
」
と
い
う
政
策
化
へ
の
促
進
要
因
と
事
業
化
に
対
す
る
意

思
決
定
要
因
と
は
、
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。

事
業
化
へ
の
働
き
か
け
は
、
行
政
機
関
の
内
外
か
ら
行
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
関
係
団
体
、
市
町
村
、
群
議
会
、
議
員
、
政
党
、
議
会
、

マ
ス
コ
ミ
、
等
の
外
部
や
、
担
当
部
局
、
首
長
、
労
組
等
の
内
部
、
さ
ら
に
両
者
が
絡
む
場
合
も
あ
る
。

事
業
化
へ
の
理
由
と
し
て
は
、
「
措
慨
災
の
補
完
」
の
よ
う
に
国
の
給
付
水
蹴
の
引
上
げ
や
「
提
言
」
、
「
中
期
計
画
」
等
の
政
莱
に
難

づ
く
も
の
の
他
、
「
他
県
先
行
事
業
か
ら
の
ヒ
ン
ト
」
等
、
先
例
に
よ
り
事
業
化
が
「
容
易
」
な
場
合
や
財
政
負
担
が
「
唯
い
」
場
合
、

さ
ら
に
「
住
民
の
支
持
」
等
に
依
る
も
の
も
あ
る
。

そ
こ
で
第
一
表
を
み
る
と
、
国
の
政
雄
・
主
導
に
よ
る
も
の
が
Ⅱ
立
っ
て
多
く
、
六
五
事
務
・
事
業
中
二
三
事
業
で
約
三
分
の
一
を
占

め
て
い
る
。
と
く
に
保
健
・
医
療
の
部
門
で
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
国
の
事
業
補
完
」
な
ど
の
い
わ
ゆ

る
「
上
乗
せ
」
が
八
事
業
で
、
こ
れ
も
発
生
原
因
に
お
い
て
国
の
事
業
と
か
か
わ
り
が
あ
る
も
の
と
す
る
と
、
約
二
分
の
一
を
占
め
る
こ



埜
準
と
す
る
「
行

る
こ
と
に
よ
る
）
。

地
方
自
治
法
が
規
定
す
る
地
方
自
治
体
の
処
理
す
る
事
務
の
区
分
に
準
拠
し
て
、
神
奈
川
県
老
人
福
祉
課
の
所
単
す
る
事
務
・
本
業
の

分
緬
を
試
み
た
も
の
が
◎
棚
で
あ
る
。

こ
こ
に
区
分
し
た
三
菰
類
の
事
務
は
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
自
治
体
の
処
理
す
る
郡
務
の
特
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す

な
わ
ち
、
「
機
関
委
任
耶
務
」
と
そ
の
他
の
事
務
（
「
間
有
本
務
」
及
び
「
団
体
委
任
事
務
」
）
と
に
分
け
る
こ
と
に
よ
り
県
老
人
福
祉
課

の
処
理
す
る
事
務
が
、
国
の
事
務
か
、
児
の
事
務
か
、
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
固
有
事
務
」
と
そ
の
他
の
事
務
（
「
機
関
委
任
事
務
」

と
「
団
体
委
任
事
務
）
と
に
区
分
す
る
と
、
「
必
要
螂
務
」
か
成
い
ば
「
随
意
本
務
」
か
、
日
輪
体
が
処
班
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ

た
事
務
か
否
か
を
示
し
て
い
る
。
（
な
お
、
本
表
で
は
「
行
政
事
務
」
は
「
固
有
事
務
」
に
含
め
て
い
る
。
事
務
の
性
格
（
権
力
性
）
を

埜
準
と
す
る
「
行
政
醐
務
」
は
、
こ
の
よ
う
な
区
分
の
薙
準
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
、
ま
た
、
「
行
政
事
務
」
は
本
来
、
「
固
有
琳
務
」
で
あ

つ
ま
り
、
県
独
自
の
政
簸
決
定
（
事
業
化
）
に
よ
る
も
の
は
約
二
分
の
一
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
約
二
分
の
一
の
酬
業
も
、
さ
き
に
述
べ
た
ご
と
く
、
「
他
叺
先
行
事
業
が
ヒ
ン
ト
」
、
「
老
人
ク
ラ
ブ
述
合
会
の
要
論
」

と
い
っ
た
経
過
の
も
の
も
あ
る
。
さ
ら
に
「
県
の
判
断
」
と
さ
れ
る
も
の
も
複
雑
な
経
過
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
。

と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
こ
』

こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節
国
と
、
流
体
と
の
耶
務
配
分
か
ら
み
た
小
業
の
性
格

こ
れ
ら
の
事
務
区
分
に
第
二
章
で
分
析
さ
れ
る
法
的
根
拠
を
引
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
務
・
事
業
の
発
生
原
因
を
み
る

側
流
体
の
老
人
描
祉
施
簸
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
川
報
告
）

一
九
五



本
表
で
は
、
県
知
事
が
国
の
機
関
と
し
て
管
理
・
執
行
す
る
事
務
・
事
業
は
四
事
業
と
な
っ
て
い
る
（
老
人
福
祉
法
関
係
で
は
、
こ
の

他
に
、
「
養
謹
老
人
ホ
ー
ム
等
へ
の
収
容
等
の
措
置
」
が
県
知
事
に
機
関
委
任
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
県
立
の
福
祉
事
務
所
の
長
が

行
な
っ
て
い
る
た
め
に
木
爽
で
は
除
い
た
。
こ
の
山
平
業
を
耶
務
手
続
き
の
耐
か
ら
縦
蝋
す
る
と
、
①
「
公
鐡
法
人
認
可
鞭
務
」
ｌ

「
編
騨
襄
事
務
」
及
び
②
「
社
会
禰
祉
法
人
の
認
可
通
達
篝
ｌ
「
老
人
ホ
ー
ム
の
識
憧
書
及
び
脇
川
瀬
務
」
ｌ
「
編

導
・
監
査
事
務
」
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
、
前
者
の
①
の
場
合
、
民
法
及
び
許
可
認
可
等
臨
時
折
紐
法
、
伺
措
侭
令
に
依

拠
さ
せ
て
、
最
近
、
新
設
の
目
立
つ
高
齢
者
事
業
団
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
機
関
委
任
酬
務
の
中
核
は
、
老
人
福

祉
施
設
に
関
す
る
も
の
で
、
国
の
施
設
福
祉
重
視
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
老
人
福
祉
法
制
定
以
前
の
、
養
老
施
設
時

自
沿
体
の
老
人
福
祉
施
策
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
川
報
告
）

一
九
六

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
自
治
体
が
処
理
す
る
事
務
（
国
の
事
務
の
委
任
）
を
考
察
す
る
に
際
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
、
事
務
配
分
の

前
提
条
件
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
国
が
新
た
な
事
務
を
発
生
さ
せ
、
そ
の
鞭
務
を
国
の
事
務
と
観
念
し
た
場
合
、
一
次
的
に
は
、
自
ら
執
行
処
理
し
よ
う
と

す
る
。
そ
の
手
足
と
し
て
、
地
方
支
分
部
局
、
附
属
機
関
、
特
殊
法
人
さ
ら
に
は
、
民
生
委
員
等
が
位
世
す
る
。
そ
こ
で
、
治
体
へ
の
珈

務
の
委
任
は
、
こ
れ
ら
の
国
の
行
政
機
関
が
国
の
事
務
を
自
ら
直
接
執
行
す
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
た
と
き
に
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
が
文
字
ど
お
り
の
団
体
委
任
事
務
で
、
わ
が
国
で
は
、
国
の
事
務
の
自
治
体
へ
の
委
伍
の
特
殊
な
処
班
方
式
と
し
て
さ
ら
に
「
機
関

委
任
珈
務
」
及
び
「
地
力
本
務
向
」
制
度
が
存
す
る
。

以
下
、
事
務
区
分
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
、
事
務
・
事
業
の
特
徴
を
み
る
こ
と
と
す
る
。

川
「
機
Ⅲ
委
征
耶
務
」
の
小
務
・
那
業
に
つ
い
て



そ
の
共
通
点
は
、
す
べ
て
の
事
業
が
県
の
経
費
負
担
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

国
と
と
も
に
法
定
の
経
澱
負
担
を
行
っ
て
財
政
面
か
ら
市
町
村
長
等
が
行
う
鞭
務
・
事
業
の
促
進
を
図
る
も
の
で
あ
る
が
、
老
人
栃
社

施
設
等
盤
術
費
補
助
と
除
く
と
、
い
ず
れ
も
市
町
村
長
等
に
対
す
る
機
関
委
任
率
務
の
経
費
の
負
担
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
市
町
村
長
に
対

し
て
は
、
図
の
事
務
と
し
て
処
理
さ
せ
つ
つ
、
県
に
対
し
て
は
、
国
の
琳
務
と
せ
ず
に
、
爪
の
仕
事
と
し
て
、
そ
の
経
我
を
負
担
さ
せ
る

と
い
う
仕
組
み
で
あ
る
。
市
町
村
・
雌
と
い
う
、
桁
休
に
、
機
関
委
任
事
務
Ⅱ
国
の
事
務
と
団
体
委
任
珈
務
Ⅱ
回
流
体
の
郡
務
と
い
う
異

な
っ
た
事
務
処
理
を
規
定
し
て
い
る
。

都
道
府
肌
こ
の
よ
う
な
の
経
挑
久
扣
剛
体
的
性
格
は
、
財
政
耐
か
ら
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
昭
和
五
十
六
年
度
の
老
人

福
祉
課
予
算
総
額
七
十
三
億
九
千
万
円
中
、
団
体
委
任
事
務
に
関
す
る
経
對
は
二
十
四
億
九
千
万
円
で
、
総
額
の
約
三
分
の
一
強
を
占
め

、
淌
休
の
老
人
福
祉
施
簸
に
側
す
る
調
査
研
究
（
中
川
報
俗
）

一
九
七

事
業
が
み
ら
れ
る
。

代
の
事
務
処
理
体
系
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
養
老
施
設
時
代
に
お
い
て
、
法
人
・
施
設
の
許
認
可
権
を
国
が
留
保
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
老
人
福
祉
施
策
全
体
を
蛾
握
し
た
事
務
処
理
体
系
の
戎
牽
で
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
噸
務
処
理
の
過
程
で
看
過
で
き
な
い
の
は
平
務
処
理
に
至
る
以
前
の
県
の
調
盤
機
能
で
あ
る
。
施
設
等
の
設

世
・
迎
悩
に
図
・
県
の
補
助
金
が
伴
う
こ
と
か
ら
も
、
許
認
可
の
枠
に
適
合
さ
せ
る
た
め
の
各
稲
の
訓
盤
が
要
諦
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
事

務
で
な
い
事
務
も
派
生
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
脚
流
体
自
身
の
計
耐
行
政
の
挑
逃
に
も
形
鞘
を
与
え
る
。

用
語
の
適
否
に
関
す
る
問
題
は
別
と
し
て
、
「
都
道
府
県
が
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
務
」
（
団
体
委
任
事
務
）
は
、
本
表
に
は
四

図
「
団
体
委
任
螂
務
」
の
那
務
・
事
業
に
つ
い
て



前
二
帝
は
、
法
令
で
鵬
及
び
県
知
事
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
郡
務
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
固
有
事
務
」
は
、
自
治
体
の
自
主
的
判
断
（
随

意
）
に
基
づ
く
事
務
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
す
ぺ
て
の
「
固
有
事
務
」
が
、
先
述
の
「
事
業
化
の
経
過
」
の
如
く
、
日
輪
体
の
自
主

的
な
発
意
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
そ
の
法
的
根
拠
や
そ
の
形
式
か
ら
み
て
も
第
二
章
で
詳
論
さ
れ
る
如
く
複
雑
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
節
一
表
に
よ
り
、
間
打
事
務
と
さ
れ
る
事
務
・
辨
業
の
大
ま
か
な
特
徴
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

固
有
事
務
は
「
在
宅
福
祉
」
と
分
菰
さ
れ
て
い
る
も
の
す
べ
て
と
、
「
保
他
・
医
旅
」
、
「
施
設
福
祉
」
、
「
そ
の
他
」
に
も
か
な
り
多
く

日
に
つ
く
。

な
お
、
本
表
で
は
、
「
市
町
村
老
人
医
療
指
導
監
査
」
、
「
老
人
医
療
費
・
月
報
・
年
報
の
作
成
」
等
の
事
務
区
分
に
つ
い
て
は
、
便
宜

的
に
「
団
体
委
任
事
務
に
附
随
す
る
事
務
」
と
し
た
（
当
該
事
務
は
、
画
接
的
に
は
「
国
の
通
知
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
那
務
で
あ
る
）
。
詳

細
な
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
と
し
た
。

み
ら
れ
る
。

し
か
も
、
六
四
事
業
総
数
の
う
ち
五
三
事
業
が
固
有
事
務
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
先
述
の
如
く
⑧
柵
の
「
事
業
化
の
経
過
」
と
さ
ら
に
⑪
柵
の
「
国
庫
支
川
金
の
有
無
」
を
併
せ
て
み
る
と
、
「
囚
の
メ
ニ
ュ

ー
事
業
」
・
「
国
の
通
知
」
な
ど
の
国
の
政
策
・
主
導
の
事
業
で
、
し
か
も
、
国
庫
支
肌
金
（
補
助
金
）
が
交
付
さ
れ
て
い
る
事
業
が
多
く

て
い
る
。

③
「
川
有
酬
務
」
の
珈
務
・
本
業
に
つ
い
て

自
治
体
の
老
人
福
祉
施
策
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

一
九
八



と
く
に
国
の
通
知
に
雑
づ
く
事
務
・
卒
業
の
特
徴
は
、
当
該
事
務
・
事
業
に
つ
い
て
図
脈
補
助
金
が
伴
う
こ
と
で
、
月
輪
体
に
お
け
る

本
務
・
鞭
業
の
促
進
を
図
る
反
面
で
、
向
治
体
の
事
務
・
事
業
の
方
向
・
優
先
順
位
を
左
右
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
当
骸
事
務
・
事
業
の
実
施
主
体
は
市
町
村
を
主
と
し
た
も
の
で
、
県
は
、
団
体
委
任
事
務
の
場
合
と
同
様
に
国
の
通
知

（
要
綱
）
に
規
定
す
る
一
定
割
合
の
経
費
負
担
を
負
う
。
し
た
が
っ
て
、
自
治
体
の
事
務
・
事
業
は
、
「
必
要
事
務
」
の
処
理
に
次
い
で
、

国
の
通
知
す
る
「
指
定
珈
業
」
に
誘
導
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
県
に
と
っ
て
、
「
指
定
事
業
」
の
内
容
の
当
否
は
別
と
し
て
、
図
の
通
知

が
「
都
道
府
県
の
負
担
す
る
額
の
何
分
の
一
を
負
担
す
る
」
と
県
の
経
澱
負
担
を
前
提
に
国
庫
負
担
を
規
定
す
る
形
式
を
用
い
る
た
め
に
、

県
自
身
の
自
主
的
な
事
務
・
事
業
の
余
地
を
さ
ら
に
財
政
面
か
ら
狭
め
る
こ
と
に
な
る
。

国
に
と
っ
て
「
通
知
」
に
よ
る
本
務
・
事
業
は
、
国
の
意
思
を
市
町
村
末
端
に
ま
で
侵
透
さ
せ
る
ば
か
り
で
な
い
。
「
指
定
事
業
」
に

よ
っ
て
、
災
質
上
「
法
定
卒
業
」
の
補
完
が
行
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
指
定
珈
業
」
が
予
算
補
助
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
鞭
業
の
内
券

（
対
象
・
単
価
輔
）
や
蜥
業
そ
の
も
の
の
改
変
が
国
に
委
ね
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
国
の
通
知
」
に
雑
づ
く
事
務
・
鞭
業
に
附
随
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
描
出
し
」
、
「
上
乗
せ
」
珈
務
が
派
生
す
る
。
本
表
の

「
軽
我
老
人
ホ
ー
ム
事
業
独
補
助
事
業
」
は
、
脚
の
定
め
る
雑
耶
が
実
勢
に
比
し
て
低
い
た
め
の
「
上
乗
せ
」
で
あ
り
、
「
老
人
福
祉
施

設
医
恢
処
遇
強
化
琳
業
境
は
「
老
人
健
康
診
炎
蜥
業
」
の
診
査
項
Ⅱ
に
術
科
を
加
え
た
「
横
川
し
」
の
那
務
・
耶
業
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
こ
の
種
の
本
務
・
那
業
の
中
に
は
、
国
の
指
定
事
業
化
に
先
行
し
て
、
県
単
独
事
業
と
し
て
実
施
し
て
い
た
も
の
を
、
国
が
後
追
い

で
「
指
定
事
業
化
」
し
た
た
め
に
、
経
費
を
横
す
べ
り
さ
せ
て
、
さ
ら
に
対
象
を
拡
げ
た
「
横
出
し
」
事
務
（
ホ
ー
ム
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
派

遣
事
業
費
補
助
・
高
齢
者
医
療
費
支
給
事
業
補
助
）
や
、
国
が
後
追
い
で
指
定
率
業
化
し
た
も
の
の
、
そ
の
国
基
準
が
、
従
前
の
県
の
内

容
よ
り
も
低
い
た
め
に
、
結
果
と
し
て
「
上
乗
せ
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
（
在
宅
ね
た
き
り
老
人
一
時
入
所
本
業
澱
補
助
）
も
み
ら
れ
る
。

日
輪
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
閲
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

一
九
九



我
補
助
等
）
。

口
、
補
助
金
、
分

給
事
業
補
助
等
）
。

次
に
、
恥
に
お
け
る
事
務
・
事
業
の
実
施
方
法
及
び
そ
の
役
割
を
概
観
す
る
。

木
表
⑭
欄
で
は
、
那
務
・
耶
業
の
「
実
施
方
法
」
と
「
実
施
主
体
」
と
が
一
折
さ
れ
て
い
る
。
児
の
事
務
・
事
業
の
晶
終
的
な
実
施
主

体
を
み
る
と
、
県
は
必
ず
し
も
肌
の
那
務
・
事
業
の
実
施
主
体
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
市
町
村
（
長
）
、
社
会
柵
社
協
議
会
、
社
会
福
祉

法
人
、
関
係
川
休
等
が
、
肌
の
小
務
・
那
業
の
実
施
主
体
と
な
っ
て
い
る
例
が
多
い
。
そ
れ
は
、
珈
務
・
卒
業
の
実
施
力
法
に
も
よ
る
た

、
淵
体
の
老
人
桶
祉
施
簸
に
側
す
る
調
査
研
究
（
中
川
報
告
）

二
○
○

こ
の
よ
う
に
、
県
の
事
務
・
事
業
は
、
機
関
委
任
鞭
務
及
び
団
体
委
任
事
務
を
軸
と
し
、
こ
れ
に
「
指
定
事
業
」
が
加
わ
る
同
心
円
を

形
成
し
、
そ
の
外
周
の
溝
を
「
上
乗
せ
」
、
「
検
出
し
」
が
埋
め
る
か
の
様
机
で
処
理
さ
れ
て
い
る
。

「
固
有
事
務
」
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
、
「
国
の
通
知
」
に
よ
る
事
務
や
「
上
乗
せ
」
、
「
描
出
し
」
事
務
を
除
く
と
、
純
粋
な
県
の
単
独

辨
業
は
、
頂
目
、
経
徴
と
も
に
限
ら
れ
た
も
の
と
な
る
。

法
人
、
側
悔

め
で
あ
る
。

口
、
補
助
金
、
分
担
金
等
を
交
付
す
る
も
の
（
老
人
病
棟
建
設
饗
補
助
事
業
、
高
齢
者
事
業
団
等
事
業
振
興
補
助
、
高
齢
者
医
療
費
支

雌
の
邪
務
。
本
業
の
実
施
方
法
は
、
次
の
よ
う
に
大
別
さ
れ
る
。

Ｈ
、
県
が
自
ら
面
接
実
施
す
る
も
の
、
（
県
立
老
人
ホ
ー
ム
迎
憧
那
業
、
知
事
高
齢
者
肋
間
小
業
、
老
人
係
焚
所
州
待
事
業
等
）
。

。
、
関
係
団
体
等
へ
委
託
す
る
も
の
、
（
ひ
と
り
蕪
し
老
人
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
貸
与
事
業
、
老
人
福
祉
行
辨
費
補
助
、
老
人
保
義
所
迎
営

第
三
節
実
施
方
法
と
実
施
主
体
に
つ
い
て



こ
の
よ
う
な
実
施
方
法
の
中
で
、
量
も
件
数
の
多
い
の
が
口
で
、
次
い
で
Ｈ
、
。
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
市
町
村
等
の
、
実
施

主
体
に
対
す
る
補
助
金
交
付
事
業
が
多
い
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
は
、
老
人
福
祉
行
政
に
お
け
る
県
の
役
割
、
な
い
し
は
事
務
・
事
業
の
立

案
か
ら
実
施
に
至
る
過
秘
に
お
け
る
県
の
役
判
分
担
に
よ
る
た
め
で
も
あ
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
県
の
仕
事
は
、
国
の
法
令
に
よ
っ
て
大
き
く
規
定
さ
れ
る
。
法
令
で
義
務
づ
け
ら
れ
、
な
い
し
は
通
知
等
で
誘
導
さ

れ
る
事
務
・
蜥
業
の
多
く
は
、
市
町
村
鞭
を
尖
施
主
体
と
す
る
も
の
で
、
雌
に
は
当
該
鞭
務
・
辨
業
の
経
澱
負
担
を
予
定
し
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
県
自
ら
が
実
施
主
体
と
な
る
Ｈ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
実
施
に
際
し
て
は
、
市
町
村
等
の
協
力
が
不
可
欠
な
場
合
が
多
い
。

ち
な
み
に
、
県
老
人
机
談
員
設
悩
鄭
業
や
老
人
保
養
所
招
待
事
業
の
場
合
、
該
当
者
の
推
耐
を
市
町
村
に
委
ね
て
い
る
。
つ
ま
り
、
図
レ

ベ
ル
で
は
、
税
極
的
に
市
町
村
弊
を
第
一
義
的
な
実
施
主
体
と
し
、
県
に
は
そ
の
中
継
的
役
割
を
負
わ
せ
て
い
る
こ
と
。
ま
た
、
県
が
直

接
的
に
尖
施
す
る
の
は
実
勢
把
握
弊
の
而
で
容
易
で
は
な
い
こ
と
蝉
か
ら
Ｈ
の
雌
が
脚
ら
面
接
実
施
す
る
も
の
の
件
数
が
少
な
く
、
口

の
補
助
金
・
負
担
金
等
を
交
付
す
る
も
の
が
多
い
と
い
う
結
果
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
肌
の
那
務
・
那
業
の
災
施
主
体
及
び
実
施
力
法
は
、
栃
祉
の
那
務
の
性
格
を
反
映
し
た
た
め
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

福
祉
の
ニ
ー
ド
は
多
様
で
か
つ
固
定
的
で
な
い
こ
と
、
医
療
保
隙
の
よ
う
に
一
定
水
率
の
維
持
と
は
異
な
り
、
個
別
的
、
日
術
的
か
つ
柔

軟
な
対
応
が
必
要
と
さ
れ
、
現
行
の
行
政
シ
ス
テ
ム
で
は
、
福
祉
の
ニ
ー
ド
に
妓
も
身
近
な
市
町
村
が
そ
の
実
施
主
体
に
最
も
適
す
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

ま
た
、
妓
近
の
〃
地
域
桶
祉
〃
の
台
頭
は
、
従
来
凧
の
仕
那
と
老
え
ら
れ
て
き
た
大
規
模
編
社
施
設
に
関
し
て
も
、
こ
れ
を
大
規
模
か

ら
小
規
模
へ
、
集
中
型
か
ら
分
散
型
へ
と
転
換
さ
せ
つ
つ
あ
り
、
県
の
役
割
の
再
検
討
の
時
期
に
至
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

な
お
、
事
務
・
郡
業
の
「
委
託
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
誠
る
。

自
淌
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）
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本
表
⑪
棚
は
、
事
務
・
事
業
の
実
施
に
伴
な
う
問
題
点
等
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
当
該
の
事
務
・
事
業
に
と
ど
ま
ら
ず
、
行
政
活
動
全

般
に
対
す
る
多
様
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
殿
も
数
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
が
、
国
の
経
我
負
担
に
側
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
国
の
補
助
基
本
額
が
低
い
」
（
老
人
健

服
教
育
事
業
、
デ
ィ
サ
ー
ビ
ス
酬
業
）
（
地
域
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
慨
澱
補
助
）
熱
、
「
補
助
単
価
が
実
態
に
合
わ
ず
、
市
町
村
は
多
大

な
超
過
負
担
」
（
老
人
家
庭
奉
仕
貝
派
泄
事
業
補
助
）
等
、
国
の
法
定
事
項
、
メ
ニ
ュ
ー
事
業
、
国
の
事
業
補
完
、
竿
に
共
通
し
て
拳

げ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
肌
に
よ
る
補
助
金
等
交
付
事
業
の
場
合
に
は
、
『
事
業
規
模
及
び
内
雰
等
の
差
が
大
き
く
補
助
基
準
額
に
つ
い
て
再
検
討
を
要

す
る
』
（
商
齢
考
事
業
団
等
珈
業
振
興
補
助
）
と
い
う
合
理
的
補
助
金
額
算
定
の
問
題
、
「
自
主
事
業
と
補
助
事
業
の
区
分
が
必
要
」
（
県

老
人
ク
ラ
ブ
迎
合
会
補
助
卒
業
）
と
い
う
団
体
に
対
す
る
補
助
方
式
の
検
討
・
あ
り
方
、
竿
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

鞭
務
・
事
業
の
対
象
に
つ
い
て
は
、
「
派
遣
対
象
の
所
得
制
限
の
緩
和
」
（
老
人
家
庭
奉
仕
貝
派
遣
事
業
）
「
入
所
事
由
の
拡
大
」
（
ね
た

き
り
老
人
一
時
入
所
事
業
饗
補
助
）
等
、
そ
の
拡
大
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
一
方
で
、
「
対
象
者
の
墹
大
に
よ
る
財
政
負
担
」
（
敬
老
金
品

等
交
付
事
業
）
や
「
偵
椛
梼
理
件
数
の
膨
大
化
、
符
理
の
効
率
化
」
（
老
人
居
塞
整
術
資
金
貸
付
事
業
）
等
、
拡
大
に
伴
な
う
運
憶
符
班

等
交
付
事
業
）
や

上
の
問
題
も
あ
る
。

さ
ら
に
、
タ
テ
ワ
リ
行
政
の
た
め
、
「
教
育
庁
の
生
涯
教
育
と
競
合
」
（
老
人
健
康
教
育
琳
業
）
や
、
「
行
市
町
村
に
よ
る
各
弧
敬
老
事

業
と
の
調
盤
が
必
要
」
（
敬
老
金
砧
等
交
付
那
業
）
と
い
う
二
並
行
政
の
問
題
も
あ
る
一
方
で
、
「
各
菰
成
人
病
検
診
と
の
述
挑
が
必
要
、

第
四
節
巡
営
上
の
問
題
点
、
改
善
鱗
に
つ
い
て

日
淌
休
の
老
人
福
祉
施
策
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）
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受
診
後
の
保
健
指
導
が
う
ま
く
機
能
し
な
い
」
（
老
人
健
康
診
衣
事
業
）
、
「
同
和
の
那
業
と
の
盤
合
性
の
硴
保
が
今
後
の
問
題
」
（
商
齢
者

職
業
紹
介
事
業
澱
補
助
）
と
い
う
事
務
・
鞭
業
の
横
断
的
連
挽
・
調
整
に
よ
る
体
系
的
整
備
の
必
要
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

叩
務
・
酬
業
の
尖
施
体
制
の
問
題
と
し
て
は
、
先
述
の
市
町
村
川
の
格
差
の
他
に
、
「
専
門
職
貝
の
不
足
」
（
在
宅
老
人
機
能
回
復
訓
練

鞭
業
）
、
「
『
協
会
に
未
加
入
の
も
の
や
地
域
的
に
』
バ
ラ
ツ
キ
が
あ
り
十
分
利
川
で
き
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
」
（
敬
老
感
謝
写
真
搬
影
事

業
）
、
「
机
談
貝
の
商
齢
化
」
（
雌
老
人
机
談
瓜
孜
肚
珈
業
）
等
の
災
施
体
制
の
問
題
が
難
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
「
机
談
件
数
が
少

な
い
」
（
県
老
人
相
談
員
設
置
事
業
）
と
い
う
問
題
点
の
指
摘
も
み
ら
れ
る
。

こ
の
他
、
政
雄
上
の
課
題
と
し
て
は
、
「
〃
老
人
の
生
き
が
い
〃
と
い
う
抽
象
的
課
題
を
行
政
に
反
映
さ
せ
る
新
し
い
試
み
の
た
め
、
テ

ー
マ
の
選
定
が
む
ず
か
し
い
」
（
高
齢
者
生
き
が
い
対
策
推
進
連
絡
協
議
会
）
、
「
今
後
の
施
策
の
展
開
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る

か
」
（
禰
齢
者
珈
業
団
体
等
事
業
振
興
補
助
）
等
、
政
策
全
般
に
及
ぶ
課
題
や
展
望
を
折
摘
す
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
事
務
・
事
業
の
実
施
に
伴
な
う
問
題
点
、
改
善
策
は
、
行
政
活
動
評
価
の
一
図
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
立

案
１
－
尖
施
さ
れ
た
本
務
・
那
業
は
、
さ
ら
に
そ
の
評
価
と
い
う
一
段
階
を
蕊
て
、
次
の
行
政
活
動
（
立
案
１
１
実
施
１
１
評
価
）
に
資

す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
行
政
評
価
に
よ
っ
て
、
行
政
活
動
は
、
そ
の
安
定
性
、
一
貫
性
を
確
保
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま

で
の
と
こ
ろ
、
行
政
評
価
の
問
題
に
関
し
て
は
、
政
簸
の
立
案
、
災
施
過
税
ほ
ど
に
研
究
が
進
捗
し
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
こ

に
指
摘
さ
れ
る
柵
震
・
改
簔
が
次
の
立
案
－
－
実
施
ｌ
梛
伽
に
い
か
に
反
映
さ
れ
る
の
か
、
事
義
価
シ
メ
｜
ア
ム
の
確
立
が
大

き
な
柧
題
と
な
っ
て
い
る
。

自
治
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）
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以
上
の
よ
う
に
、
本
章
で
は
、
今
後
、
老
人
福
祉
事
務
・
事
業
の
図
・
県
・
巾
・
町
・
村
と
い
う
流
れ
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ

た
り
、
さ
し
あ
た
っ
て
県
を
と
り
あ
げ
て
、
資
料
の
許
す
範
囲
で
、
事
務
・
事
業
の
発
生
原
因
（
事
業
化
の
経
緯
）
、
事
務
・
事
業
の
事

務
（
椛
限
）
配
分
か
ら
み
た
性
格
お
よ
び
特
徴
、
そ
し
て
実
施
方
法
と
実
施
主
体
、
さ
ら
に
実
際
の
珈
務
担
当
新
の
意
見
を
附
し
て
、
そ

の
実
態
の
骨
格
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
。

そ
の
中
で
、
老
人
福
祉
耶
務
，
酬
業
の
流
れ
に
川
し
て
、
県
の
位
侭
づ
け
な
り
、
役
削
が
か
な
り
浮
び
あ
が
っ
て
き
て
お
り
、
今
後
の

分
析
の
視
角
を
提
供
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
申
す
ま
で
も
な
く
不
十
分
で
あ
る
。
今
後
、
さ
ら
に
県
の
分
析
を
深
め
、
同
様
に
囚
・
市
町
村
と
総
合
的
な

検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
神
奈
川
県
で
は
、
特
に
械
浜
市
、
川
崎
市
と
い
う
原
則
と
し
て
県
な
み
の
椛
限
を
有
す
る
政
令
折
定
都

市
が
存
在
し
て
お
り
、
両
市
と
県
と
の
関
係
の
検
討
も
不
可
欠
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
章
は
、
県
の
本
務
・
事
業
の
骨
格
を
概
括
的
に
分
析
を
試
み
た
も
の
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
以
上
の
分
析
を
法
的
根
拠
に
よ
っ
て
詳
細
に
次
章
で
検
討
が
試
み
ら
れ
る
の
で
そ
ち
ら
に
委
ね
た
い
。

む
す
び
に
か
え
て

自
泊
体
の
老
人
福
祉
施
策
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）
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す
べ
て
の
国
民
は
基
本
的
人
権
と
し
て
生
存
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
老
人
に
な
っ
た
時
に
老
人
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
権
利

は
、
生
存
権
の
一
環
を
な
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
老
人
柵
祉
に
関
し
て
規
定
す
る
老
人
桶
祉
法
は
、
窓
法
二
五
条
の
生
存
椛
保
陳
の
内
沸

を
老
人
福
祉
の
領
域
に
お
い
て
具
体
化
し
た
法
で
あ
る
。
現
行
老
人
福
祉
法
は
、
老
齢
人
口
の
増
加
、
老
人
就
業
の
困
難
、
私
的
扶
養
の

減
退
、
社
会
環
境
の
変
化
な
ど
に
よ
る
老
人
の
不
安
定
な
生
活
状
況
を
見
通
し
て
、
国
民
皆
年
金
体
制
の
碓
立
を
契
機
に
、
年
金
制
度
以

外
の
分
野
で
わ
ず
か
な
が
ら
も
行
わ
れ
始
め
て
い
た
老
人
福
祉
事
業
に
対
す
る
法
的
規
制
を
一
元
化
し
て
老
人
福
祉
施
策
を
総
合
的
に
体

（
１
）

系
化
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
一
九
六
三
年
に
制
定
さ
れ
た
法
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
成
立
し
た
老
人
福
祉
法
は
、
①
老
人
福
祉
に
関
す
る
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
後
の
国
・
地

方
日
沿
体
の
施
筑
の
方
向
性
を
示
す
と
と
も
に
、
②
老
人
に
対
し
具
体
的
な
各
種
の
編
祉
措
価
を
識
ず
る
こ
と
を
Ⅱ
的
と
し
た
。
老
人
福

祉
法
に
は
老
人
福
祉
の
基
本
的
理
念
と
し
て
「
老
人
は
多
年
に
わ
た
り
社
会
の
進
展
に
寄
与
し
て
き
た
者
と
し
て
敬
愛
さ
れ
、
か
つ
健
全

で
安
ら
か
な
生
活
を
保
障
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
（
二
条
）
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
こ
の
雑
木
的
理
念
を
災
型
す
る
た
め
に
「
国
及
び
地
方

公
共
団
体
は
、
老
人
の
福
祉
を
増
進
す
る
責
務
を
有
す
る
」
西
条
一
項
）
と
い
う
老
人
福
祉
に
関
す
る
原
理
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

し
か
し
実
際
に
ど
の
よ
う
な
施
簸
を
法
に
盛
り
込
む
か
に
つ
い
て
は
、
．
股
国
民
に
対
す
る
各
菰
の
施
簸
と
の
均
衡
を
失
し
な
い
た
め

に
…
…
あ
く
ま
で
老
人
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
補
て
ん
と
社
会
へ
の
貢
献
者
に
対
し
て
相
当
と
認
め
ら
れ
る
優
遇
の
程
度
を
越
え
な
い

（
２
）

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
雑
木
的
考
え
方
に
た
ち
、
所
得
係
陳
に
つ
い
て
は
公
的
年
金
法
制
度
に
ゆ
だ
ね
、
「
優
先
的
に
粁

自
淌
体
の
老
人
福
祉
施
策
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
止
Ｃ

二
○
五

雛
二
軍
老
人
補
杣
行
政
に
お
け
る
老
人
編
祉
法
の
機
能

は
じ
め
に
－
－
本
章
の
課
題



自
治
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
関
す
る
調
査
崖
究
（
中
間
報
告
）

二
○
六

（
３
）

手
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
具
体
的
な
措
置
の
規
定
を
お
き
、
そ
れ
以
外
の
部
面
に
お
い
て
は
基
本
的
な
訓
一
不
規
定
を
お
く
」
に
と
ど
ま
っ

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
法
に
規
定
さ
れ
た
具
体
的
な
裕
世
は
、
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
収
容
な
ど
極
め
て
限
定
さ
れ
た
内
容
と
な
り
、
す

で
に
当
時
「
老
人
福
祉
対
策
の
方
向
づ
け
と
な
る
点
か
ら
み
て
、
そ
の
総
合
的
対
策
と
し
て
は
積
極
的
、
具
体
的
施
策
に
乏
し
い
う
ら
み

（
４
）

が
あ
る
」
と
評
さ
れ
、
む
し
ろ
今
後
の
拡
充
発
展
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
法
制
定
か
ら
約
二
○
年
、
法
定
の
稿
祉
の
措
腫

（
一
○
条
～
一
三
条
）
に
新
た
に
盛
り
こ
ま
れ
た
の
は
、
老
人
医
療
費
の
支
給
規
定
（
一
○
条
の
二
）
の
み
で
あ
っ
た
。
現
行
老
人
福
祉

法
は
、
制
定
時
に
そ
の
基
本
理
念
に
ふ
さ
わ
し
い
具
体
的
施
簸
の
拡
充
発
展
を
将
来
に
期
待
さ
れ
た
ま
ま
凍
結
し
て
し
ま
っ
た
と
も
い
え

よ
う
。
し
か
し
、
一
方
、
各
自
治
体
で
は
法
に
規
定
さ
れ
た
福
祉
の
持
侭
以
外
の
老
人
福
祉
事
業
が
数
多
く
尖
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
事
業
の
多
く
は
、
法
四
条
に
規
定
さ
れ
た
国
・
地
方
自
治
体
の
老
人
福
祉
増
進
の
責
務
の
具
体
化
と
し
て
、
四
条
の
責
務
を
費
用
負
担

の
側
而
に
つ
い
て
規
定
し
た
二
四
条
一
一
項
、
二
六
条
二
項
を
活
川
す
る
と
い
う
様
机
を
呈
し
て
い
る
。

本
章
は
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
、
基
本
的
人
権
と
し
て
の
生
存
権
、
そ
の
一
環
と
し
て
の
老
人
福
祉
の
権
利
保
障
の
確
立
と

い
う
視
点
か
ら
老
人
福
祉
法
制
度
を
考
察
す
る
手
が
か
り
を
得
る
た
め
に
、
ま
ず
、
現
行
老
人
福
祉
法
上
の
「
桐
祉
の
措
砥
」
規
定
を
概

観
し
た
の
ち
に
、
地
方
自
治
体
で
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
老
人
福
祉
事
業
を
把
握
し
、
法
定
の
福
祉
の
措
低
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
以
外
に

ど
の
よ
う
な
事
業
が
、
ど
の
よ
う
な
内
容
で
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
形
式
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
検
討
を
通
じ
て
、
老
人
福

祉
行
政
の
特
徴
と
そ
こ
に
お
け
る
老
人
福
祉
法
の
機
能
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
地
力
向
淵
体
で
実
施
さ
れ
て
い
る
老

人
福
祉
事
業
に
つ
い
て
の
以
上
の
よ
う
な
検
討
は
、
都
道
府
県
・
政
令
市
・
市
町
村
等
の
各
レ
ベ
ル
で
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら

れ
る
が
、
木
牽
は
、
こ
の
よ
う
な
調
査
研
究
の
中
間
報
告
と
し
て
、
検
討
の
対
象
を
県
（
神
奈
川
県
）
の
老
人
柵
社
事
業
、
し
か
も
老
人

福
祉
課
で
昭
五
十
六
年
度
に
実
施
し
た
事
業
に
限
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。



さ
て
、
法
定
さ
れ
た
「
福
祉
の
措
置
」
と
は
、
①
健
康
診
査
二
○
条
）
、
②
老
人
医
療
費
の
支
給
（
一
○
条
の
二
）
、
③
社
会
福
祉
主

事
に
よ
る
指
導
（
二
条
一
項
一
分
）
、
④
養
謹
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
収
容
（
ｎ
条
何
項
二
号
）
、
⑤
特
別
美
談
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
収
容
（
同

項
二
号
）
、
⑥
養
護
受
託
者
へ
の
委
託
（
同
項
四
号
）
、
⑦
葬
祭
（
同
条
三
項
）
、
③
家
庭
奉
仕
貝
の
派
遣
（
一
一
一
条
）
、
⑨
老
人
ク
ラ
ブ
等

自
泊
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

二
○
七

」
老
人
福
祉
法
は
、
老
人
の
「
心
身
の
健
康
の
保
持
及
び
生
活
の
安
定
の
た
め
に
必
要
な
措
置
」
（
一
条
）
と
し
て
、
一
○
条
か
ら
一
三

条
に
「
福
祉
の
措
置
」
を
規
定
す
る
。
こ
の
福
祉
の
措
置
は
、
老
人
の
「
心
身
の
健
康
の
保
持
及
び
生
活
の
安
定
の
た
め
に
必
要
な
」
い

わ
ば
老
人
福
祉
に
関
す
る
全
国
的
最
低
避
準
内
容
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
老
人
福
祉
の
原
理
と
し
て
老
人
の
福
祉
を

増
進
す
る
責
務
を
負
う
国
と
地
方
自
治
体
（
四
条
）
は
、
当
然
法
定
の
「
福
祉
の
措
置
」
を
実
施
す
る
責
任
を
負
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く

時
代
の
変
遷
に
伴
い
、
労
働
・
生
活
・
住
居
環
境
、
家
族
関
係
の
変
化
、
老
後
生
活
に
対
す
る
意
識
の
変
化
な
ど
に
対
応
し
て
秋
極
的
に

政
策
を
展
開
す
る
責
務
を
も
負
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
地
方
自
治
体
は
、
国
と
協
力
と
し
て
す
べ
て
の
老
人
に
対
し
て
老

人
福
祉
の
責
務
を
負
う
だ
け
で
な
く
、
蛾
本
的
人
椛
の
Ⅲ
接
的
保
障
と
し
て
規
定
さ
れ
た
、
「
地
力
日
輪
の
本
旨
」
（
懸
法
九
二
条
）
に
も

と
づ
く
自
治
権
の
保
障
に
か
ん
が
み
て
、
自
治
体
住
民
に
対
し
て
独
自
の
老
人
福
祉
施
策
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
地

方
自
治
の
本
旨
」
に
も
と
づ
い
て
自
始
体
の
組
織
、
迎
営
を
規
定
す
る
地
方
目
減
法
も
、
老
人
桶
祉
を
日
輪
体
の
所
掌
事
務
と
し
て
砿
認

的
に
列
挙
し
て
い
る
（
二
条
三
項
一
紗
六
号
九
号
）
。
従
っ
て
地
方
日
沿
体
は
、
自
治
椎
に
も
と
づ
き
、
自
治
体
住
民
の
老
人
福
祉
要
求

を
そ
の
行
政
に
反
映
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
老
人
福
祉
法
の
基
本
的
理
念
の
実
現
に
そ
う
こ
と
と
い
え

レ
ム
ハ
ノ
。

第
一
節
老
人
福
祉
法
上
の
「
福
祉
の
搬
肚
」



以
上
の
内
雰
か
ら
な
る
「
福
祉
の
措
極
」
に
関
す
る
規
定
の
特
徴
と
し
て
次
の
点
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
は
、
す
で
に
折
摘
し
た
よ
う
に
そ
の
柧
歎
が
き
わ
め
て
乏
し
く
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
制
定
に
あ
た
っ
て

「
優
先
的
に
着
手
す
ぺ
き
も
の
」
と
し
て
規
定
さ
れ
、
そ
の
乏
し
い
内
存
も
「
今
後
の
施
策
の
進
展
、
国
の
財
政
力
の
向
上
そ
の
他
の
事

梢
の
変
更
に
よ
り
、
新
し
く
法
定
す
ぺ
き
折
悩
が
生
ま
れ
、
あ
る
い
は
脚
の
蜥
務
と
し
て
全
倒
的
に
実
施
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
も
の
が
燗

（
５
）

』
え
て
い
く
こ
と
は
当
然
予
想
さ
れ
、
か
つ
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
約
二
○
年
の
間
に

「
新
し
く
法
定
す
べ
き
福
祉
の
措
世
と
し
て
全
国
的
に
実
施
が
幾
務
づ
け
ら
れ
」
た
の
が
、
一
○
条
の
一
一
と
し
て
規
定
さ
れ
た
老
人
医
旅

費
の
支
給
だ
け
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
老
人
医
縦
費
の
支
給
は
、
各
地
方
自
治
体
で
先
駆
的
に
行
わ
れ
て
い
た
事
業
を

国
の
事
業
と
し
て
実
施
す
る
た
め
七
二
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
措
値
で
あ
る
。
他
の
措
健
が
お
お
む
ね
六
五
歳
以
上
を
対
象

と
し
て
い
る
の
に
原
則
と
し
て
七
○
歳
以
上
を
対
象
と
し
、
し
か
も
所
得
制
限
を
課
し
て
い
る
た
め
そ
の
対
象
が
一
周
限
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
理
由
に
、
導
入
当
時
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
た
描
悩
で
あ
る
。

第
二
の
特
徴
は
、
限
定
さ
れ
た
「
福
祉
の
措
樋
」
で
あ
り
な
が
ら
実
施
義
務
が
あ
い
ま
い
な
折
憧
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
特
徴
を
示
す
第
一
の
例
は
、
措
値
の
実
施
ｎ
体
が
明
文
で
雑
務
づ
け
ら
れ
ず
実
施
主
体
の
裁
趾
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
と
い
う
場
合
で
、

葬
祭
、
家
庭
奉
仕
貝
の
派
過
、
老
人
ク
ラ
ブ
簿
へ
の
援
助
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
法
文
上
災
施
義
務
が
明
定
さ
れ
な
い
こ
れ
ら
の
折
低
に

つ
い
て
は
、
当
然
尖
施
に
か
か
る
澱
川
負
担
に
側
す
る
義
務
規
定
も
な
い
。
第
二
の
例
は
、
梢
低
の
実
施
は
明
文
で
雑
務
づ
け
ら
れ
て
い

る
が
、
尖
施
の
た
め
の
施
設
設
置
が
栽
避
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
場
合
で
、
養
誠
老
人
ホ
ー
ム
、
特
謎
ホ
ー
ム
へ
の
収
窓
措
肚
が

こ
れ
に
該
当
す
る
。
ち
な
み
に
養
識
老
人
ホ
ー
ム
、
特
漣
ホ
ー
ム
の
設
悩
は
、
設
値
主
体
が
都
道
府
県
・
市
町
村
・
社
会
福
祉
法
人
に
限

日
桁
休
の
老
人
福
祉
施
簸
に
側
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

０

へ
の
援
助
（
一
三
条
）
で
あ
る
。

二
○
八



定
さ
れ
（
一
五
条
一
・
二
項
）
、
市
町
村
・
社
会
編
社
法
人
孜
悩
の
場
合
は
認
可
を
要
件
と
す
る
（
ｎ
条
二
項
）
な
ど
施
設
の
公
的
性
格

（
６
）

に
か
ん
が
み
厳
し
い
規
制
が
な
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
設
置
が
裁
趣
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
お
り
、
問
題
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
法
文
上

裁
放
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
法
定
の
折
悩
は
生
存
柿
の
共
体
化
と
し
て
老
人
福
祉
の
雑
木
的
理
念
実
況
の
た
め
の
い
わ
ば

全
国
的
妓
低
飛
那
と
し
て
法
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
国
と
自
桁
体
は
進
ん
で
実
施
す
る
努
力
義
務
を
父
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
こ

第
三
の
特
徴
は
、
措
置
の
具
体
的
な
実
施
埜
準
・
方
法
・
実
施
に
要
す
る
澱
川
の
算
定
基
準
な
ど
が
、
そ
の
専
門
性
・
技
術
性
の
ゆ
え

に
厚
生
大
匝
に
委
任
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
健
康
診
査
は
厚
生
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
る
（
一
○
条
一
項
）

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
実
施
の
細
目
を
定
め
る
の
は
局
長
通
知
「
老
人
福
祉
法
に
よ
る
健
康
診
査
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
昭
三
九
・
五
・

一
社
発
）
で
あ
る
。
老
人
医
旅
我
の
支
給
は
厚
生
樹
令
で
定
め
る
手
続
に
従
う
（
一
○
条
の
二
、
施
行
規
則
二
条
）
。
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、

特
養
ホ
ー
ム
へ
の
収
容
措
置
の
実
施
基
準
に
つ
い
て
は
、
局
長
通
知
「
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
収
容
等
の
措
置
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
昭
三

八
・
七
・
三
一
社
発
）
が
定
め
、
施
波
の
設
伽
述
懲
韮
準
は
樹
令
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
特
別
養
謹
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
迎
悩
に

関
す
る
基
準
」
（
昭
四
一
・
七
・
一
厚
令
一
九
）
が
定
め
る
（
一
七
条
）
。
ま
た
、
健
康
診
査
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
特
養
ホ
ー
ム
の
設

倣
、
収
奔
、
葬
祭
な
ど
に
要
す
る
我
川
の
算
定
韮
準
は
厚
生
大
Ⅸ
の
定
め
に
よ
る
（
施
行
令
六
条
）
。

福
祉
の
措
悩
は
、
囮
と
地
方
、
祐
体
が
そ
の
実
施
に
対
し
て
法
的
責
任
を
負
う
べ
き
老
人
禰
祉
に
関
す
る
全
国
的
最
低
韮
準
を
示
す
規

定
と
将
え
ら
れ
る
が
、
以
一
上
述
ぺ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
柧
瓢
は
限
定
さ
れ
、
災
施
ｎ
体
が
国
や
地
力
、
沿
体
の
栽
放
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て

い
る
拙
悩
も
あ
り
、
緋
悩
の
具
体
的
内
容
を
榊
成
す
る
尖
施
力
法
・
拙
那
・
手
続
き
・
実
施
に
要
す
る
凝
川
の
算
定
払
郡
な
ど
が
専
門
性
、

技
術
性
の
ゆ
え
に
厚
生
大
肛
に
委
任
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
有
す
る
。

自
給
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

二
○
九

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。



以
上
の
よ
う
に
、
老
人
補
社
の
雌
低
独
飛
と
し
て
の
性
格
を
有
し
、
国
の
醐
務
で
あ
る
法
定
榊
悩
事
業
を
実
施
す
る
場
合
の
、
川
と
地

力
、
船
体
の
法
制
度
上
の
役
劉
分
担
は
、
地
方
自
治
体
が
そ
の
長
の
機
関
委
任
琳
務
と
し
て
あ
る
い
は
団
体
委
征
事
務
と
し
て
尖
施
し
、

国
が
そ
の
最
終
的
な
責
任
主
体
と
し
て
地
方
自
治
体
を
指
導
監
督
す
る
。
事
業
実
施
に
要
す
る
費
用
は
、
国
と
地
方
自
治
体
が
法
の
定
め

ま
ず
国
は
、
第
一
に
老
人
桶
社
施
設
の
設
肚
・
巡
悩
に
側
す
る
妓
低
拙
堆
を
波
定
し
、
拙
那
維
持
の
た
め
の
朧
粁
椛
を
有
す
る
（
老
人

桶
祉
法
一
七
条
～
一
九
条
、
社
会
橘
祉
郡
業
怯
六
○
条
）
。
第
二
に
、
法
祁
、
政
令
に
も
と
づ
き
老
人
福
祉
施
設
の
許
認
可
、
冊
川
受
理

や
老
人
健
脈
診
交
、
老
人
医
旅
費
の
支
給
、
養
護
、
特
養
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
収
容
等
の
描
憧
な
ど
の
国
の
覗
務
を
執
行
す
る
地
方
日
輪
体

の
長
に
対
し
て
指
猟
朧
粁
権
を
有
す
る
（
地
力
日
給
法
一
狐
○
条
）
。
第
三
に
地
力
、
治
体
に
対
し
、
老
人
橘
社
行
政
を
も
ふ
く
む
地
力

自
治
行
政
に
関
し
て
行
政
指
導
権
を
有
す
る
（
同
法
一
一
四
五
条
一
項
）
。
第
四
に
、
国
の
事
務
で
あ
る
福
祉
の
措
置
執
行
に
要
す
る
費
用

を
法
に
産
め
る
割
合
に
従
っ
て
負
担
す
る
義
務
を
負
う
（
地
方
財
政
法
一
○
条
、
二
条
、
老
人
福
祉
法
二
六
条
一
項
）
。

一
方
、
地
力
同
沿
体
は
、
第
一
に
そ
の
長
が
法
律
、
政
令
に
も
と
づ
い
て
、
老
人
橘
祉
施
設
の
許
認
可
、
冊
川
受
理
や
老
人
健
康
診
査
、

老
人
医
療
残
の
支
給
、
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
収
雰
等
の
折
侭
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
機
関
委
任
事
務
を
行
う
（
地
方
自
冷
法
一
四
八
条
、
老
人
福

祉
法
、
社
会
柵
祉
辨
業
法
の
関
係
条
文
）
。
第
二
に
折
悩
を
災
施
す
る
た
め
に
必
要
な
老
人
桶
祉
施
設
の
設
侃
、
老
人
桶
祉
の
業
務
に
従

郡
す
る
社
会
福
祉
主
事
の
よ
う
な
実
施
機
関
の
設
置
や
、
家
庭
奉
仕
貝
の
派
遣
な
ど
い
わ
ゆ
る
団
体
委
任
事
務
を
行
う
（
老
人
福
祉
法
六

（
７
）

灸
、
一
二
条
、
一
五
条
）
。
第
一
一
一
に
、
描
低
に
要
す
る
災
川
を
支
弁
し
、
法
の
定
め
る
判
〈
川
に
従
っ
て
負
狐
す
る
雑
務
を
、
う
（
老
人
桶

祉
法
二
一
条
～
二
四
条
）
。

さ
て
次
に
、
川
Ｌ

観
し
て
お
き
た
い
。

自
治
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
側
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
俗
）

二
一
○

Ｎ
と
地
力
、
輪
体
が
法
定
の
「
桶
祉
の
描
悩
」
を
尖
施
す
る
場
合
に
お
け
る
両
稀
の
小
務
・
我
川
負
担
配
分
に
つ
い
て
慨



今
ま
で
法
制
度
上
の
老
人
福
祉
の
搬
置
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
視
点
を
変
え
て
実
際
に
地
方
自
治
体
が
行
な
っ
て
い

る
老
人
桐
祉
耶
業
を
、
神
奈
川
蝶
の
調
究
結
果
に
も
と
づ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
神
奈
川
雌
の
老
人
橘
祉
郷
が
昭
五
十
六
年
度
に
実
施

し
た
老
人
福
祉
事
業
の
総
数
は
六
四
事
業
で
あ
る
。
個
々
の
事
業
名
と
そ
の
数
に
つ
い
て
は
、
調
査
に
あ
た
っ
て
作
成
し
た
調
査
票
へ
の

県
の
記
收
に
従
っ
た
。
そ
の
た
め
一
つ
の
事
業
と
し
て
数
え
た
那
業
が
複
数
の
平
業
を
包
含
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

実
施
さ
れ
た
事
業
総
数
六
四
の
う
ち
機
関
委
任
事
務
お
よ
び
県
の
自
治
事
務
事
業
の
う
ち
法
令
に
よ
り
実
施
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
必
要

本
務
か
ら
な
る
法
定
鞭
乗
数
は
一
○
耶
業
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
法
定
耶
業
の
内
存
と
そ
の
法
的
根
拠
を
ま
と
め
た
の
が
炎
１
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
法
的
根
拠
と
は
、
事
業
実
施
椛
限
の
根
拠
規
定
を
意
味
す
る
。
事
業
の
具
体
的
な
内
容
・
水
準
。
手
続
き
な
ど
は
、
す
で
に

第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
法
律
で
委
征
さ
れ
た
政
令
や
樹
令
、
あ
る
い
は
川
長
通
知
が
規
定
す
る
。
法
定
事
業
は
、
表
１
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
老
人
福
祉
施
設
の
許
認
可
、
指
導
監
督
な
ど
の
機
関
委
任
事
務
①
～
④
、
機
関
委
任
事
務
に
要
す
る
費
用
の
一
部
負
担
事
業
⑤

～
③
、
梓
下
の
市
町
村
長
が
実
施
す
る
機
関
委
任
事
務
⑤
の
桁
導
監
査
、
大
臣
へ
の
鞭
業
状
況
お
よ
び
災
統
報
告
事
務
⑨
⑩
、
な
ど
で
あ

自
治
体
の
老
人
福
祉
施
筑
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

一
一
一
一

る
制
令
に
従
っ
て
共
同
で
負
担
す
る
、
と
い
う
側
係
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
図
と
地
力
ｎ
泊
体
側
の
本
務
配
分
と
我
川
負
担
配
分
の

不
均
衡
と
い
う
地
方
自
始
行
政
を
め
ぐ
る
法
制
度
上
の
問
題
が
、
老
人
福
祉
行
政
に
も
反
映
し
、
拙
悩
事
業
の
実
施
が
地
力
向
柚
体
に
鞭

（
８
）

務
的
に
も
財
政
的
に
も
負
担
を
強
い
る
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
←
ソ
。
し
か
も
地
力
、
輪
体
は
、
老
人
福
祉
の
梢
悩
に
要
す
る
澱

用
の
一
部
負
担
義
務
を
負
う
だ
け
で
な
く
、
国
の
負
担
額
に
関
し
て
ま
で
超
過
負
担
を
強
い
ら
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
も

（
９
）

見
蒋
と
す
わ
け
に
い
か
な
い
で
あ
る
』
ソ
。

第
二
節
月
淌
鞭
務
辨
業
の
概
要
と
そ
の
特
徴
ｌ
神
奈
川
肌
の
訓
査
結
采



１１１１１唾堰赴ｅ榊＜塵再興鵜些璽十坤寵蝿崖顯（暑題毒韮）

神奈川県老人福祉事務・事業の法的根拠による分類表

く表１＞法定重業

内容事業名 法的根拠 事 業

①老人ホーム等の設置認可及び届出 老人福祉施没の許認可，有料老人ホーム

の届出受理

老人福祉施設の基準維持のための指導監

査

社会福祉法人設立認可申舗の経由事務

おもに高齢者事業団設立のための許認可

事務

市町村長が実施する65歳以上の老人に対

する健康診査事業費の一部負担

市町村長が実施する7C歳以上の老人（所

得制限あ!)）に対する医鎌支給事業費の

一部負担

65歳以上の老人を対象に特謹．養護老人

ホームへ収容措置した場合の保護措履費

の一部負担

市町村または都道府県設置の特養．養護

ホームの識miiに要する受用の一部負担

市町村基が実施する老人医療菱支給事業

に対する指導監査

老椹法15条２項，３項，２９条

社事法57条１蕊２項，６４条

老福法]し暁社事法別条６５条②社会福祉法人，老人福祉施設に関

する指導監査

③社会福祉法人の認可の進達

④公益法人の許認可「

社1iF法29条４項

許可認可等臨時措置法

老福法24条1項

老福法24条]L項

⑤老人健康診査事業費一部負担

⑤～老人医療費支給事業菱一部負担

⑦老人保謹措魔費支弁および－部負

担

老福法22条１項，２４条１項

③老人福祉施設等整備費一部負担

⑨市町村老人医療指導監査

老福法24条１項

地目法150条

老人医療支給事務指導監交の実施につ

いて（49.1.21.社健２）



補助金等適正化法12条，エ4条，地自法

150条

老人医療喪の国庫負担について

（53.4.19社510）

市町村長が毎月提出する老人医療費支給

事業の状況報告と，毎年度ごとの実績報

告を集計し，大臣に報告書を提出

⑩老人医療費月報。年報の作成

<表２＞自治事務事業

(1)条例または規則による事業

業内客事事業名 条例・規則

県立養護・特菱ホームの箱根老人ホーム

と軽饗ホームの鎌倉老人ホームの管理運

営

、県立老人ホーム運営

蕊溌’
県立養謹・特養ホームの管理運営の委託

（養護・特菱２ホームと，特養３ホー

ム）

6嘘以上の高齢者と同居する者に対し，

150万円を限度として低利で資金を賃付

ける

②県立老人ホーム笹理運営委託

②老人居室整備資金貸付

人福祉事業の予算編成②予算iEI成用務

1１１１１１垂潅筆ｅ熱く鱈寺自彊憲辿室や坤霊憎害鷲（二三審拳）
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(2)要綱による事業

(2杉(1)厚生省の通知・要綱に応え県の要綱による事業

１１１二

事業名

②老人係lEk医塞総合対策開発事業費

補助

事業内容厚生省の通知・要綱，県の要綱

老人健康教育，健康診在，健康相談．

医療費の支給機能回復訓練などの総合対

策開発事業塗おこなう市町村に対して補

助

おおむね60蟻以上の身体機能に支障があ

り訓練効果が期待される老人に訓練事業

を行なう市町村に対して補助

65歳以上の老人保健学級を央施する市町

村に対して補助

65歳以上の低所得者に白内障手術支給を

おこなう市町材に対して補助

（国2/３，県:/０，市町ｵＷ`）

老人保健対策の国庫負担（補助）

いて（53.4.1蝋512）

老人保健極E療総合対策開発事業に

て（53.4.5社健3ウ

在宅老人機能回復訓練事業の実施

いて（55.4.ﾕS社健ﾕ4）

老人保健学級の実施について（５３

社健②）

老人保健対策費負担金補助金交付

老人医療の国庫負担について(53．

社510）

老人性白内障手術費支給事業の実

につ

つし、

⑮在宅老人機能回復即隙事業費補助 につ

､４．５．

⑰老人健康教育事業費補助

②老人性白内障手術饗補助

要綱

4．１９

施に

⑲老人医療費支給事業費補助

（＠の検出し）

65歳以上のねたきり老人に医療費支給を

行なう市町村に対して補助

ついて（45.6.ﾕ6社老73）

ねたきり老人等に対ﾌﾞｰろ老人医療喪の

支給について（438.3ﾕ社健4s）

⑳～②の事業

在宅描祉事業費補助金の国jIlf補助につ
いて（5Ｌ5.21社491）
②～②の事業
老人福祉費（在宅）の国庫補助につい
て（5ＬａＺ１社492）

②老人家ｌｌｉ１:奉仕貝派遣事業費補助 日常生活を営むのに支障があるおおむれ

65歳以上の低所得老に対し家庭奉仕貝派

遣を行なう市町>付に対して補助

（国:/３，県'/３，市町村2/3）

65歳以上の低所得のねたきり老人等に対②日常生活用具給付等事業費描助



在宅老人福祉対策事業の実施および推

進について（51.5.21社老2S）

老人福祉費（在宅）補助金交付要綱

し，日常生活用具を給付する市町村に対

して補助（国!/､，県]/３，市町村,/3）

低所得の65歳以上の老人，又は障害者に

対しホームーンパニオンを派遣する市町

村に対し補助

②ホームーンパニオンi)鑓事業費補

助

（〃）

65歳以上のねたきり老人を２カ月を限度

として特養に保護する事業を行なう市町

村に対して補助，国の通知基準に比し，

収容期間が長い

（〃）

65歳以上を対象に，通所サービスを蝿供

する市町村に対して補助

（〃）

おおむね60歳以上を会員とする老人クラ

ブに対し補助する市町村に対し補助

県老人クラブ連合会に対し補助

（国の通知は活動推進員i没置に対する補

助である。この②については県の要綱が

ない）

おおむね60歳以上老人を対象に，園芸，

木工，織物など生産又は創造的活動を実

施する市町村に対し補助

１１１爵

②在宅ねたきり老人一時入所事業費

補助

②デイ・サービス事業饗補助

⑮老人クラブ助成

⑳県老人クラブ連合会補助

⑤生きがいと創造の事業費補助

逗震筆ｅ調＜塵衰i翼澄辿二十岬霊嶺岸嶺（晏三識亘）
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⑬商齢者職業紹介｡i噌業受補助 65歳以上の老人を対象に社福法人が行な

う職業紹介事業に補助する市に対して補

助’又は法人に対して直接補助

経費ホームを設屡する市町村，祉福法人

に対し,基準事務費減免額の補助（市町

村$/雪，法人'0/x、なお県単事務菱減免額

については１．/１０の補助率で上のせ

福祉センターを設置する市町村，法人に

対し，設置賀補助（国'/3,県'/３.市町村

又は法人』ん）

法人に対しその設置する特養・養謹ホ

ームの整備喪，市町村・法人に対し，そ

の設置する経費ホーム，ディサーピス施

設の整備受を補助（国'ん県1/`,法人又

は市町村』/，

県社会福祉事業団に対し補助

②経費老人ホーム事務菱補助 経費老人ホーム事務喪の国庫補助につ

て（40-4-1社168）し、

経費老人ホーム補助金交付要綱
⑳、の事業

⑳地域老人福祉センター設置費補助

社
く
社
に
老

会福祉施設等施設整備費の国庫負担
補助）について（47.7.25社6Ｍ）
会福祉施設等殻備整備喪の国庫負担
ついて（47.7.25社605）

人福祉施設45F整備費補助金交付要綱⑪老人福祉施設等整備費補助
守，

②老人保養所運営費補助 人休養ホームの設置．運営について

0.4.5社宅87）

会福祉事業団の設立及び運営の基準

老
但
社

について（46.7.1錨庶ｕ１）

(2)--(誼）県が践自に要絹を定めて実施する事業

事業 事業内容名 県のＦｇ綱

③老人福祉対策委員会 神奈川県老人福祉対策委員会要綱 老人福祉総合対策のための委員会，委員



長副知事，副委員長民生部長

老人福祉総合対策のための調査研究②調査研究 神奈川県老人福祉対策委員会要綱

県立老人福祉センターあり方懇話会設

置要綱

昭56年度敬老金品及び長寿夫妻記念品

交付要綱

昭56年度知事高齢者訪問要領

②敬老品等交付

⑬知事高齢者訪問

敬老の日に，商齢者，長方夫妻に記念品

を交付する

敬老の日に知事が県内の最高齢者などを

訪問する

敬老の日の集い

県と市町村の協議機関

③老人のための県民の集い

⑬高齢者生きがい対策推進協議会

老人のための県民の集い開催要綱

高齢者生きがい対策推進連絡協議会設

置要綱

老人文化作品常設展示場設置運営要綱 老人クラブ連合会の運営により５つの県

福祉事務所に作品を展示

60歳以上の被保護老人または養護老人ホ

ーム入所者を対象に１泊２日で保養jﾗﾃに

招待する

553人の相談員脚事の委嘱，任期３年

月2,500円の手当）を設置，連絡協議会

への育成費交付

ひとり暮らし老人へのインターホン貸

与，描祉電話設置に伴いむこう５年間

で廃Lu二の予定

65歳以上のねたき、老人を対象に慰問品
を支給し，このような老人を介謹する家

１１１旱

②老人文化作品常設展示場の設腫

、老人保養j秀招待 昭56年度老人保養所招待要領

神奈川県老人相淡貝設置要綱

神奈川県老人相談貝連絡協議会育成費

交付要領

在宅ひとり暮らし老人用インターホン

貸与運営事業実施要綱

②
⑤③県相磯貝設置

、ひとり暮らし老人インターホン貸

与

昭56年度ねたきり老人家庭兄舞金交付
要綱

⑨ねたきり老人家庭見舞品・激励慰
問品の支給

垂窪ﾐ皇ｅ鶉＜蔦華i埋漫ユ窒十坤霊繕毒誤（二重尋紫）
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庭に30,000円の兄舞金を交付昭56年度ねたきり老人激励慰問品交付

要綱

昭56年度老人地域文化体育振興喪交付

要綱

⑨老人地域文化体育振興 老人スポーツ大会，作品展，囲碁将棋大

会を対象事業とし，市郡老人クラブ連へ

の奨励金交付

法定事業の対｡iﾐと錘らない70歳以上の国

保の被保険者に対して市町村が実施する

高齢者医療婆支給事業および国保の保険

者が実施する高齢者医療給付改善事業へ

の補助

市町村が高齢者事業団等に補助する場合

に，市町1：ｵに対して補助（市町村iii助率

のx/富）

市町村に対し，老人福祉地域統合化にむ

け実施するｺﾘｷﾞ案に対し補助(補助率'/2）

市町村に対し，入浴サービス工輔購入，

入浴サービス事業の補助を行なう（補助

率!/2）

市町村に対し，描寿手帳作成費の補助

(補助率'ん）

新設の民間社会福祉施i没に対し事業開始

前1カ月，後２カ月にわたって運営費を

補助

⑮高齢者医療菱支給事業費補助 高齢者医療費支給事築輔助金交付要綱

、高齢者事業団等事業披興費補助 昭56年度高齢者事業団等事業振興費補

助金交付要綱

、老人福祉地域活動促進事業薮補助 昭56年度老人福祉地域活動促進事業補

助金交付要綱

〃⑬ねたきり老人入浴サービス事業黄

補助

⑨福寿手鰻作成費補助

②新設民間社会福も雌設運営菱補助

〃

新設民間社会福祉施識運営費補助金交

付要綱



⑨老人福祉施設医療処遇強化③ 老人福祉施設歯科医師嘱託費補助金交

付要綱

法人rElMi量の特菱に対し，入所者の歯科治

療のため歯科医師の嘱託に要する経費を

30,000円/月を限度として補助

特養，養謹，経費ホームで県精神病院協

会が県の委託をうけ精神科医の相淡を行

なう。

法人設置の特養，養護，経費ホームに封

し入所者の生活受を－部補助

法人設置の特養，養護に対し,月収5,000

円未満のうＷｆ老人へ支給する給付金を補

助

民間社会福祉施設に対し，老朽化した寝

具の更新整備のため経聾を補助

社会福祉施設の入所者の寝具乾燥を業者

に委託

⑤ 老人ホーム精神衛生相談事業実施要綱

⑫民間社会福祉施設入所者処遇喪補

助③

⑤

民間社会福祉施設利用者処遇饗補助金

交付更綱

施設,Ｆｆ老人福樹上給付金支給補助要綱

、
③

民間社会福祉施設寝具整備費補助金交

付要綱

昭56年度社会福祉施設寝具衛生事業実

施要綱および同要領

⑬民間社会福祉事業振興喪補助 民間社会福祉事業振興費補助金交付要

綱

民間が行なう社会福祉事業に対し，人件

費，管理費，施設整備等を対象に補助

(3)県の要綱などがない事業

事業名 事業内容

②敬老感謝写真撮影麟費補助｜

画程葦ｅ親＜陰革曇壗型雲十蝿霊翻毒韻（昏三露ﾐﾆ）

写真連への補助

１１１兵
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県内の養護，特養，経費，有料ホームで

構成された鰯会への補助

協議会の行なう研修，研究事業への補助

②神割１１県老人ホーム協会補助

⑮神劃11県ホームヘルパー協議会補

助

⑰老人福祉行事費補助 県社協に対し，敬老の日のポスター作成

受，送料の補助

65歳以上の生活困難者を入院対象とする

病棟建設を行なう法人への補助

県老人クラブ述合会iwl助zjJ梁の補完的事

業として郡老人クラブ連合会に対し補助

金交付

家庭奉(i自国,老人ホーム，老人クラブ等

につし〕；て繊十をjljK生省に報告

「県のたより」一般紙面，Ｔ・ＶＸ、を利

用しての広報

⑬老人病棟建設饗補助

⑲郡老人クラブ述合会補助

⑳厚生街報告例

、広報用務

地目法245条

②市町村老人福祉推進計画

②老人福祉雄HBI:会議

地自法245条４項，単年度課曇通知

老人ホーム(特養,養護,軽費，有ｊｉｓＤで，

構成ざ鮎指導迫絡調整のため行なう

在宅サービスの効率的運営のための連絡

会継

②家庭奉仕貝，保健婦地域連絡会議



る
。
い
ず
れ
も
老
人
福
祉
難
業
の
中
核
と
も
い
う
べ
き
鞭
業
と
い
え
よ
う
。

災
施
小
業
総
数
六
四
の
う
ち
残
り
の
五
四
獅
業
は
、
雌
が
自
給
辨
務
と
し
て
尖
施
し
た
小
業
で
あ
る
。
（
な
お
兇
の
自
淌
珈
務
の
う
ち

法
令
に
よ
り
実
施
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
必
要
事
務
は
、
法
定
事
業
と
し
て
表
１
に
入
れ
た
。
）
事
業
実
施
権
限
の
根
拠
と
し
て
は
、
地
方

自
治
体
を
も
含
む
広
義
の
国
の
生
存
権
保
障
責
任
を
規
定
し
た
悲
法
一
一
五
条
、
生
存
権
保
障
責
任
を
老
人
桐
祉
に
関
し
倣
え
ん
し
て
規
定

し
た
老
人
福
祉
法
四
条
、
基
本
的
人
権
の
実
質
的
保
障
の
た
め
に
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
を
規
定
し
た
憲
法
九
二
条
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ

る
ク
。
「
地
方
ｎ
桁
の
本
旨
」
に
も
と
づ
く
地
力
自
添
法
も
、
脚
沿
体
の
所
蛾
耶
務
と
し
て
老
人
桐
祉
を
規
定
し
て
い
る
（
二
条
三
項
一

鑑
六
号
九
吟
）
。
こ
の
よ
う
な
渉
法
上
認
め
ら
れ
た
脚
沿
椛
に
も
と
づ
き
ｎ
桁
珈
務
と
し
て
災
施
さ
れ
た
五
三
小
業
に
つ
い
て
、
法
定
小

業
と
比
較
す
る
た
め
鞭
業
内
容
と
そ
れ
を
具
体
的
に
定
め
る
根
拠
形
式
（
条
例
・
規
則
・
要
綱
な
ど
）
を
整
理
し
た
の
が
表
２
で
あ
る
。

表
２
で
は
ｎ
泊
郡
務
取
業
を
検
討
す
る
た
め
似
立
的
に
鞭
業
内
奔
を
定
め
る
根
拠
形
式
に
論
Ⅱ
し
て
川
条
例
ま
た
は
規
則
に
よ
る
事
業
⑪

～
⑭
、
②
県
の
要
綱
に
よ
る
事
業
⑮
～
⑬
、
③
事
業
内
容
を
定
め
る
要
綱
な
ど
が
な
い
事
業
⑭
～
、
に
分
類
し
た
。
な
お
、
神
奈
川
県
の

場
合
補
助
金
交
付
規
則
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
補
助
金
交
付
事
業
は
全
て
何
規
則
に
も
と
づ
い
て
突
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で

は
補
助
金
交
付
事
業
は
川
に
分
類
す
ぺ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
同
規
則
は
補
助
金
交
付
の
手
続
き
を
内
存
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、

補
助
金
の
交
付
対
象
馴
業
や
そ
の
薙
準
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
別
に
要
綱
に
定
め
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
従
っ
て
補
助
金
交
付
叩

業
で
珈
業
の
共
体
的
内
沸
に
つ
き
要
綱
が
別
に
定
め
て
い
る
場
合
は
側
に
、
そ
の
他
小
規
模
小
額
の
補
助
金
交
付
珈
業
の
ゆ
え
に
要
綱
が

な
い
場
合
は
側
に
分
類
し
た
。
以
下
、
表
２
の
分
類
に
従
っ
て
順
次
、
内
容
、
国
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

Ⅲ
条
例
ま
た
は
規
則
に
よ
る
事
業

神
奈
川
県
が
自
治
事
務
と
し
て
実
施
し
た
事
業
の
う
ち
、
条
例
ま
た
は
規
則
に
よ
る
事
業
は
わ
ず
か
四
事
業
で
あ
る
。
こ
の
数
の
少
な

、
茄
休
の
老
人
柵
祉
施
簸
に
側
す
る
調
査
研
究
（
中
川
報
告
）

一一一一一



日
輪
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

一一一一一一

さ
が
大
き
な
特
徴
と
い
え
よ
う
。
⑪
＠
は
、
老
人
福
祉
法
一
五
条
に
も
と
づ
き
県
が
設
匠
し
た
老
人
福
祉
施
設
（
こ
の
場
合
は
特
養
、
養

護
、
軽
費
ホ
ー
ム
）
の
管
理
運
営
に
関
す
る
事
業
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
公
の
施
設
と
し
て
、
そ
の
管
理
運
営
お
よ
び
管
理
運
営
委
託
に
関

す
る
地
力
、
泊
怯
の
「
条
例
で
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
「
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
…
で
き
る
」
（
二
四
四
条
の
二
、
一

項
三
項
）
と
い
う
規
定
に
も
と
づ
い
て
肌
条
例
「
神
奈
川
恥
立
の
謎
誠
老
人
ホ
ー
ム
と
特
謹
老
人
ホ
ー
ム
に
関
す
る
条
例
」
「
神
奈
川
県

鎌
介
老
人
ホ
ー
ム
条
例
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
「
神
奈
川
県
立
の
焚
髄
老
人
ホ
ー
ム
及
び
特
別
縫
鞭
老
人
ホ
ー
ム
に
側
す
る
条
例
」
は
、

そ
の
設
置
と
符
理
運
営
委
託
を
規
定
し
、
同
条
例
施
行
規
則
が
収
容
定
員
、
入
所
時
の
扮
置
、
処
遇
方
針
、
退
所
な
ど
に
つ
い
て
規
定
し

て
い
る
。
「
神
奈
川
県
鎌
倉
老
人
ホ
ー
ム
条
例
」
は
、
唯
一
の
県
立
軽
澱
老
人
ホ
ー
ム
で
あ
る
鎌
倉
老
人
ホ
ー
ム
の
設
悩
、
お
よ
び
入
所

対
象
者
、
入
所
の
承
認
、
使
川
料
、
入
所
承
認
の
取
消
等
梼
理
述
営
那
項
を
定
め
、
同
条
例
施
行
規
則
が
収
容
定
員
、
入
所
手
続
、
処
遇

（
皿
〉

の
方
針
、
利
川
者
の
遵
守
小
菰
な
ど
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

一
力
⑬
は
、
六
○
歳
以
上
の
老
人
と
同
居
す
る
者
に
対
し
一
五
○
万
Ｎ
を
限
度
と
し
て
低
利
で
盗
金
を
袋
付
け
る
酬
業
で
、
厚
生
桁
肘

長
通
知
「
老
人
居
室
確
備
資
金
貸
付
制
度
に
つ
い
て
」
（
四
七
・
五
・
二
六
社
老
五
二
）
の
旧
制
度
要
綱
第
一
○
項
「
こ
の
制
度
の
実
施

に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
都
道
府
県
ま
た
は
市
町
村
が
条
例
又
は
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
」
に
誘
導
さ
れ
制
定
さ
れ
た
県
規
則
に
も

と
づ
く
。
最
後
の
⑮
は
老
人
福
祉
事
業
の
予
算
編
成
本
務
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
条
例
、
規
則
も
法
律
に
も
と
づ
い
て
又
は
厚
生
省
の
行
政
指
導
に
誘
導
さ
れ
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
逆

に
い
え
ば
こ
の
よ
う
な
規
定
や
行
政
指
潮
が
な
け
れ
ば
条
例
・
規
則
は
制
定
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
条
例
、

規
則
に
よ
る
事
業
内
奔
は
、
厚
生
省
の
通
知
・
要
綱
で
示
さ
れ
る
国
難
雛
に
地
ず
る
。
仇
し
、
職
我
老
人
ホ
ー
ム
の
使
川
料
は
、
条
例
基

準
が
局
長
通
知
・
要
綱
「
経
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て
」
（
昭
四
七
・
二
・
二
六
社
老
一
七
）
に
よ
る
国
基
準
を
上
の



②
要
綱
に
よ
る
事
業

神
奈
川
雌
が
八
一
年
度
に
実
施
し
た
要
綱
に
よ
る
老
人
福
祉
那
業
は
、
川
厚
生
省
の
通
知
・
要
綱
に
よ
る
行
政
折
禅
に
応
え
て
肌
の
要

綱
を
作
成
し
実
施
し
た
事
業
（
表
２
の
⑮
～
⑫
）
と
、
㈹
そ
の
よ
う
な
行
政
指
導
が
な
く
、
県
が
独
自
に
本
業
実
施
要
綱
又
は
補
助
金
交

付
要
綱
を
定
め
て
尖
施
し
た
鞭
業
（
⑪
～
⑬
）
に
分
け
ら
れ
る
。

②
ｌ
川
厚
生
樹
の
通
知
・
要
綱
に
よ
る
行
政
指
導
に
そ
っ
て
県
が
要
綱
を
定
め
て
実
施
し
た
事
業

こ
れ
ら
の
事
業
の
特
徴
は
、
国
の
補
助
金
交
付
に
誘
導
さ
れ
て
県
が
管
下
の
市
町
村
あ
る
い
は
社
会
福
祉
法
人
な
ど
に
対
し
補
助
金
交

付
を
行
い
、
補
助
金
の
流
れ
を
通
じ
て
国
の
通
知
・
要
綱
韮
地
に
そ
っ
た
事
業
が
実
施
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

国
の
補
助
金
交
付
の
形
式
は
、
「
こ
の
補
助
金
は
次
の
事
業
を
交
付
対
象
と
す
る
」
と
記
さ
れ
、
「
（
厚
生
省
）
の
通
知
す
る
事
業
実
施

要
綱
に
も
と
づ
き
（
事
業
実
施
要
綱
の
指
定
す
る
実
施
主
体
ｌ
そ
の
多
く
は
市
町
村
）
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事

び
］
キ
ー
０
‐
グ
●

業
」
と
続
く
。
国
の
提
示
す
る
全
国
的
基
準
に
雛
．
つ
い
て
事
業
を
実
施
す
れ
ば
国
の
補
助
金
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
そ
の

補
助
金
交
付
の
要
件
と
し
て
県
の
補
助
金
交
付
が
明
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
国
の
通
知
・
要
綱
は
、
倒
治
体
の
自
沿
事
務

に
対
す
る
全
国
的
基
準
の
提
示
、
専
門
的
技
術
的
助
言
と
し
て
の
指
導
通
達
に
す
ぎ
ず
法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
現
実
に

は
補
助
金
交
付
韮
那
と
し
て
の
性
格
を
あ
わ
せ
も
つ
こ
と
か
ら
、
地
方
自
治
財
政
権
の
保
障
が
砿
立
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
、
地
方
向

粉
体
に
と
っ
て
強
制
的
埜
地
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

－
県
と
し
て
も
、
住
民
の
老
人
福
祉
施
簸
へ
の
要
求
と
、
住
民
要
求
を
行
政
に
反
映
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
か
ら
の
要
望
を
考
慮
し
、
国

難
郡
に
も
と
づ
く
補
助
金
交
付
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
。

自
治
体
の
老
人
福
祉
施
筑
に
側
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

］’一］一一一」一

せ
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。



第
一
は
、
通
知
に
よ
っ
て
市
町
村
長
の
機
関
委
任
事
務
を
い
わ
ば
蜥
実
上
創
設
し
、
そ
の
実
施
澱
川
に
対
す
る
補
助
金
交
付
事
業
で
あ

る
。
⑲
の
老
人
桐
祉
法
一
○
条
の
一
一
の
横
川
し
を
内
容
と
す
る
、
六
五
歳
以
上
の
ね
た
き
り
老
人
に
対
す
る
老
人
匠
派
澱
支
給
事
業
澱
補

助
事
業
が
こ
れ
に
該
当
す
る
。
第
二
は
、
通
知
に
よ
っ
て
市
町
村
に
対
し
、
在
宅
老
人
福
祉
サ
ー
ビ
ス
や
、
老
人
ク
ラ
ブ
助
成
な
ど
の
い

わ
ゆ
る
生
き
が
い
対
策
事
業
を
奨
励
し
、
事
実
上
責
務
を
創
設
し
て
そ
の
実
施
に
要
す
る
餐
川
に
対
し
補
助
金
を
交
付
す
る
事
業
で
、
⑮

～
⑬
、
⑳
～
⑬
が
こ
れ
に
骸
当
す
る
。
第
三
は
、
老
人
栃
社
施
設
の
設
価
、
施
設
縦
伽
、
迎
憐
な
ど
に
対
す
る
法
定
負
担
の
上
の
せ
を
内

窓
と
す
る
補
助
金
交
付
事
業
で
あ
る
。
③
～
、
が
こ
れ
に
該
当
し
、
＠
も
こ
れ
に
準
ず
る
。

ど
の
事
業
内
容
も
、
老
人
の
「
心
身
の
健
康
の
保
持
及
び
生
祈
の
安
定
の
た
め
」
に
法
定
さ
れ
た
措
低
の
菰
類
、
水
地
が
限
定
さ
れ
す

ぎ
て
、
今
Ⅱ
と
う
て
い
老
人
の
「
健
全
で
安
ら
か
な
生
活
を
保
隙
」
し
得
な
い
と
い
う
平
災
を
脚
自
身
が
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と

ど
の
事
業
内
容
も
、
老
人
の

ぎ
て
、
今
Ⅱ
と
う
て
い
老
人
の

を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

自
治
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
側
す
る
測
在
研
究
（
中
川
報
告
）

ニ
ニ
四

こ
う
し
て
、
県
の
補
助
金
交
付
要
綱
に
お
け
る
補
助
金
交
付
対
象
荻
沌
が
、
国
の
補
助
金
交
付
対
象
卒
業
と
ほ
ぼ
同
じ
内
奔
（
表
２
②

Ｉ
川
参
照
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
国
の
通
知
・
要
綱
に
よ
る
事
業
内
容
雑
準
は
、
補
助
金
交
付
の
流
れ
を
通
じ
て
実
施

レ
ベ
ル
に
ま
で
戯
か
れ
て
い
く
。

次
に
、
こ
の
よ
う
な
厚
生
打
の
通
知
・
要
綱
に
よ
る
行
政
桁
導
に
応
え
》
抑
切
企
交
付
に
誘
導
さ
れ
て
、
ど
の
よ
う
な
珈
業
が
実
施
さ
れ

次
に
、
こ
の
よ
う
な
〃
小

た
か
を
概
観
し
て
み
た
い
。

②
ｌ
Ⅲ
雌
が
独
脚
に
本
業
実
施
要
綱
ま
た
は
補
助
金
交
付
要
綱
を
定
め
災
施
し
た
事
業

こ
れ
ら
の
老
人
福
祉
事
業
は
、
鵬
が
図
の
行
政
指
導
に
応
え
て
で
は
な
く
、
独
自
に
要
綱
を
定
め
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
な
か

に
は
、
事
業
実
施
要
綱
を
定
め
児
自
ら
が
実
施
主
体
と
な
っ
て
行
っ
た
事
業
と
、
国
が
通
知
・
要
綱
に
よ
っ
て
都
道
府
県
知
事
を
行
政
指



導
し
補
助
金
交
付
に
よ
り
一
定
の
施
簸
を
行
な
う
よ
う
に
誘
禅
し
た
よ
う
に
、
補
助
金
交
付
要
綱
を
定
め
補
助
金
交
付
と
い
う
方
法
を
通

じ
て
管
下
の
市
町
村
の
自
治
事
務
を
一
定
の
方
向
に
誘
導
し
よ
う
と
す
る
補
助
金
交
付
事
業
の
一
一
種
類
が
あ
る
。

事
業
実
施
要
綱
は
、
お
お
む
ね
事
業
目
的
あ
る
い
は
趣
旨
、
対
象
・
内
容
・
方
法
・
な
ど
を
規
定
す
る
。
事
業
実
施
要
綱
に
よ
る
事
業

に
は
、
県
の
総
合
的
老
人
福
祉
対
策
の
企
画
や
そ
の
た
め
の
調
査
研
究
⑬
③
⑬
、
敬
老
の
日
に
催
さ
れ
る
行
事
⑮
～
⑰
老
人
福
祉
法
一
三

条
で
奨
励
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
生
き
が
い
対
雛
事
業
③
⑭
、
そ
の
他
の
県
独
自
の
施
簸
⑪
～
⑨
＠
が
あ
る
。

補
助
金
交
付
要
綱
は
、
事
業
側
的
あ
る
い
は
趣
旨
・
交
付
対
象
・
補
助
額
と
そ
の
算
出
方
法
・
巾
請
手
続
な
ど
の
規
定
か
ら
な
る
。
補

助
金
交
付
要
綱
に
よ
る
補
助
金
交
付
事
業
に
は
、
県
が
国
に
先
行
し
て
実
施
し
た
事
業
、
と
国
の
補
助
基
準
に
対
す
る
上
の
せ
事
業
が
あ

る
。
後
打
の
例
と
し
て
、
法
一
○
条
の
一
一
の
老
人
医
療
澱
の
支
給
の
横
川
し
事
業
の
補
助
を
内
容
と
す
る
⑮
、
福
祉
施
識
サ
ー
ビ
ス
我
川

補
助
に
対
す
る
国
基
準
の
上
の
せ
を
内
容
と
す
る
⑳
の
呪
い
郡
務
我
減
免
額
補
助
部
分
や
⑪
～
⑬
、
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
對
川
補
助
に
対

す
る
国
基
準
の
上
の
せ
を
内
容
と
す
る
⑰
④
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

③
事
業
内
容
を
定
め
る
要
綱
な
ど
が
な
い
事
業

本
業
内
群
、
払
準
な
ど
を
淀
め
る
肌
の
要
綱
な
ど
が
な
く
災
施
さ
れ
た
の
が
⑭
～
、
の
事
業
で
あ
る
。
内
群
と
し
て
は
、
小
規
模
小
額

の
補
助
金
交
付
事
業
⑪
～
⑳
、
市
町
村
を
包
括
す
る
広
域
団
体
と
し
て
行
な
う
連
絡
調
整
事
業
、
～
、
、
広
報
本
務
⑪
、
付
随
事
務
⑳
な

ど
で
あ
る
。

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
自
治
事
務
事
業
は
形
式
的
に
は
地
方
目
冷
体
が
地
域
の
特
殊
性
、
住
民
要
求
な
ど
を
背
景
に
自
主
的
に
判
断
し
て
実
施
す
る

自
治
体
の
老
人
編
社
施
策
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

二
二
五

さ
て
、
以
上
川
～
側
で
検
討
し
た
神
奈
川
県
の
自
沿
事
務
事
業
の
概
要
を
総
括
し
、
そ
の
特
徴
と
し
て
次
に
述
べ
る
よ
う
な
点
が
指
摘
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自
治
体
の
老
人
福
祉
施
策
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
冊
報
告
）

一一一一一ハ

事
業
な
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
国
の
行
政
指
導
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
と
り

わ
け
②
－
川
の
場
合
な
ど
）
。
こ
の
場
合
固
の
行
政
指
導
は
、
老
人
福
祉
の
瑚
進
を
目
的
と
し
て
、
個
々
の
老
人
桐
祉
施
簸
に
関
す
る
全

国
的
難
準
を
提
示
し
、
専
門
的
技
術
助
言
を
行
い
、
そ
の
実
施
を
奨
励
す
る
と
い
う
内
容
で
行
わ
れ
る
。
国
の
老
人
福
祉
墹
巡
の
責
務
を

離
水
原
理
と
し
て
Ⅱ
記
し
た
老
人
椛
祉
法
に
か
ん
が
み
て
、
こ
の
よ
う
な
国
の
行
政
指
導
自
体
を
否
定
的
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
と
考
え
る
。
し
か
し
、
一
定
内
群
、
水
那
の
老
人
栃
祉
施
簸
の
奨
励
を
内
群
と
す
る
行
政
指
導
が
、
小
災
上
、
地
力
、
船
体
に
法

律
、
政
令
に
も
と
づ
く
機
関
委
任
事
務
や
団
体
委
任
鞭
務
と
同
様
の
責
務
を
新
た
に
課
す
こ
と
を
意
味
し
、
（
も
は
や
こ
の
よ
う
な
本
務

区
分
は
実
態
か
ら
み
て
判
然
と
し
な
い
ｌ
特
に
⑥
⑪
⑮
な
ど
）
そ
の
実
施
に
あ
た
り
法
制
度
上
の
国
と
地
方
自
治
体
の
不
合
理
な
役
割
分

担
の
し
く
み
が
口
抽
事
務
に
ま
で
及
び
、
地
力
、
沿
体
に
事
務
上
財
政
上
の
負
担
を
弧
い
る
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。



最
後
に
、
第
一
節
で
法
制
上
の
検
討
を
行
な
っ
た
法
定
の
措
糧
事
業
と
、
第
二
節
で
実
態
調
査
を
通
じ
て
検
討
し
た
自
治
事
務
事
業
と

を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ご
く
限
ら
れ
た
側
而
で
は
あ
る
が
、
老
人
福
祉
行
政
に
お
け
る
機
能
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
両
事
業
数
を
比
較
す
る
と
、
法
定
扮
世
那
業
の
数
、
菰
類
が
極
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
の
に
比
し
、
数
多
く
の
多
様
な
老
人
福

祉
本
業
が
日
輪
事
務
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
側
桁
琳
務
小
業
は
、
白
冷
体
の
福
祉
烟
巡
責
務
の

自
治
体
の
老
人
福
祉
施
策
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

二
二
七

矛
盾
が
そ
の
ま
ま
自
治
事
務
事
業
に
及
ん
で
い
る
。

第
三
の
特
徴
は
、
具
体
的
な
事
業
内
容
が
要
綱
に
よ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
県
実
施
事
業
の
大
部
分
が
条
例
、
規
則
な
ど
の
法
規

（
皿
）

範
を
制
定
す
る
こ
と
な
く
「
行
政
当
局
が
行
政
の
指
針
と
し
て
制
定
す
る
内
部
規
範
」
に
す
ぎ
な
い
要
綱
に
よ
っ
て
い
る
。
囚
の
行
政
指

導
に
応
え
て
実
施
す
る
事
業
の
場
合
は
、
す
で
に
国
の
通
知
・
要
綱
に
お
い
て
事
業
内
容
が
具
体
的
に
提
示
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
水
準
が

補
助
金
交
付
の
韮
準
と
な
っ
て
い
る
た
め
雌
の
段
階
で
新
た
に
条
例
、
規
則
を
制
定
す
る
余
地
が
な
い
た
め
と
潴
え
ら
れ
る
。
雌
が
独
自

に
実
施
す
る
事
業
で
も
市
町
村
に
対
す
る
補
助
金
交
付
の
場
合
は
、
国
基
準
の
補
完
・
上
の
せ
を
奨
励
す
る
と
い
う
内
容
の
た
め
国
に
準

じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
よ
う
に
老
人
福
祉
が
行
政
の
内
部
規
範
で
あ
る
要
綱
に
よ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
事
業

が
予
卯
椛
慨
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
老
人
禰
祉
酬
業
の
尖
施
と
実
施
し
た
耶
業
の
一
定
水
郡
維
持

に
は
川
政
保
障
を
必
要
不
可
欠
と
す
る
が
、
脚
沿
休
で
は
そ
の
財
源
を
補
助
金
に
航
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
従
来
補
助

（
吃
）

金
交
付
は
法
律
の
根
拠
を
要
し
な
い
と
解
さ
れ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
老
人
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
住
民
の
側
か
ら
は
、
権
利
と
し

て
の
老
人
福
祉
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
節
老
人
桶
社
行
政
に
お
け
る
老
人
禰
祉
法
の
機
能



日
輪
体
の
老
人
福
祉
施
筑
に
側
す
る
調
交
研
究
（
中
間
報
告
）

二
二
八

具
体
化
と
し
て
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
老
人
福
祉
法
は
老
人
福
祉
の
基
本
理
念
を
示
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
国
と
地
方
自
治
体
の
老

人
福
祉
増
進
の
責
務
を
明
文
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
老
人
福
祉
の
総
合
的
発
展
を
促
進
す
る
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
き
た
と
い
え
よ

う
。
た
だ
、
そ
の
老
人
福
祉
施
簸
の
総
合
的
発
展
が
、
法
改
正
に
よ
る
法
定
播
置
事
業
の
拡
充
と
い
う
形
で
は
な
く
、
法
定
措
置
以
外
の

事
業
の
実
施
、
そ
の
拡
充
発
展
と
い
う
形
で
な
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
老
人
福
祉
法
は
、
法
定
搬
悩
以
外
の
事
業
を
奨
励

し
、
尖
施
を
促
進
す
る
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
裏
返
す
と
、
制
定
以
来
桶
祉
の
措
満
に
新
た
に
導

入
さ
れ
た
措
置
が
老
人
医
療
費
の
支
給
（
一
○
条
の
二
）
だ
け
で
あ
り
、
家
庭
奉
仕
貝
派
遣
（
一
二
条
）
な
ど
の
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

多
様
化
し
た
り
、
老
人
ク
ラ
ブ
へ
の
援
助
等
の
奨
励
事
業
（
一
三
条
）
を
義
務
づ
け
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
と

い
う
状
態
を
癖
認
し
て
き
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
四
条
の
責
務
規
定
が
、
法
定
折
悩
以
外
の
那
業
を
法
定
撒
悩
と
し
て
取
り
込
む
こ
と
な

く
法
定
外
の
ま
ま
定
若
さ
せ
て
き
て
し
ま
う
機
能
を
来
た
し
た
と
い
う
側
面
を
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
老
人
編
社
の
不
断
の
拡
充
発

展
と
い
う
要
請
と
、
法
制
度
の
固
定
性
と
い
う
矛
盾
を
、
老
人
福
祉
法
は
四
条
の
責
務
規
定
に
よ
っ
て
調
整
し
、
緒
采
的
に
法
改
正
に
よ

ら
な
い
改
正
と
も
い
う
べ
き
実
態
を
も
た
ら
し
容
認
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
法
定
措
世
事
業
と
、
桁
鞭
務
事
業
の
類
似
性
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
法
定
排
悩
醐
業
の
共
体
的
基
地
が
大
臣
に
委
任
さ

れ
、
自
治
事
務
事
業
の
多
く
が
国
の
行
政
指
導
に
応
え
厚
生
省
の
通
知
・
要
綱
に
も
と
づ
く
基
準
内
容
で
実
施
さ
れ
る
な
ど
両
者
と
も
に

そ
の
具
体
的
内
容
が
厚
生
大
臣
の
決
定
に
よ
る
と
い
う
の
が
第
一
の
点
。
事
業
実
施
に
要
す
る
費
用
に
対
し
て
交
付
さ
れ
る
負
担
金
と
補

助
金
の
交
付
手
続
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
の
が
第
二
の
点
で
あ
る
。
老
人
福
祉
法
が
法
定
措
置
事
業
の
内
容
・
方
法
・
利
用
手
続
き
・
実

施
に
要
す
る
對
川
の
算
定
基
準
な
ど
実
施
に
か
か
わ
る
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
厚
生
大
腿
に
委
任
し
、
そ
の
結
果
大
厄
の
広
範
囲
に
わ
た

る
裁
迅
を
法
認
し
て
き
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
各
地
方
月
論
体
に
よ
る
自
主
的
先
駆
的
な
自
治
事
務
事
業
に
対
し
て
も
、
全
国



的
最
低
基
準
を
向
上
さ
せ
て
い
く
責
務
を
負
っ
て
い
る
国
が
積
極
的
に
指
導
を
行
う
た
め
と
い
う
こ
と
も
無
視
で
き
ま
い
。
し
か
し
そ
の

根
底
に
は
、
事
業
の
具
体
的
内
容
の
決
定
を
、
そ
の
専
門
性
、
技
術
性
の
ゆ
え
に
行
政
責
任
を
負
う
大
臣
に
委
任
せ
ざ
る
を
得
ず
、
法
は

基
本
的
規
定
を
置
く
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
、
不
断
の
拡
充
発
展
を
要
請
す
る
福
祉
事
業
に
対
す
る
法
制
度
に
よ
る
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
可
能
性
と
そ
の
限
界
を
め
ぐ
る
問
題
お
よ
び
財
源
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
権
利
と

い
う
視
点
か
ら
考
え
る
と
、
福
祉
事
業
の
具
体
的
内
容
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
権
利
の
実
体
的
内
容
を
構
成
す
る
か
ら
、
こ
の
こ

と
は
権
利
保
障
と
そ
の
た
め
の
法
規
定
の
あ
り
方
と
い
う
問
題
に
か
か
わ
っ
て
こ
よ
う
。
ま
た
負
担
金
と
補
助
金
の
交
付
手
続
の
同
一
性

と
い
う
背
環
に
は
、
国
の
財
政
運
営
に
対
す
る
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
基
本
的
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。

第
三
に
、
法
定
措
置
事
業
、
自
治
事
務
事
業
に
共
通
し
て
、
老
人
福
祉
行
政
に
も
国
と
地
方
自
治
体
間
の
事
務
配
分
、
費
用
負
担
配
分

の
不
均
衡
、
地
方
自
治
財
政
権
保
障
の
未
確
立
な
ど
の
問
題
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

老
人
福
祉
法
は
、
老
人
福
祉
事
業
の
実
施
に
ふ
さ
わ
し
い
国
と
地
方
目
沿
体
間
の
任
務
分
担
や
実
施
の
た
め
の
財
政
保
障
な
ど
に
つ
い
て

特
別
に
規
定
せ
ず
、
結
果
的
に
こ
の
よ
う
な
矛
盾
が
老
人
福
祉
の
領
域
に
及
ぶ
こ
と
を
容
認
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。

〔
注
〕

（
１
）
大
山
正
署
『
老
人
福
祉
法
の
解
説
員
全
社
協
刊
。

（
２
）
（
３
）
い
ず
れ
も
前
掲
『
老
人
福
祉
法
の
解
説
』
。

（
４
）
社
保
制
審
答
申
「
老
人
福
祉
法
案
要
綱
に
つ
い
て
」
六
三
年
。

（
５
）
前
掲
『
老
人
福
祉
法
の
解
説
』
一
○
六
頁
。

（
６
）
小
笠
原
祐
次
「
老
人
ホ
ー
ム
の
法
と
制
度
」
、
三
浦
・
小
笠
原
編
『
現
代
老
人
ホ
ー
ム
論
』
、
全
社
協
、
八
一
年
。

（
７
）
家
庭
奉
仕
員
の
派
遣
措
置
が
随
意
事
務
と
さ
れ
た
団
体
委
任
事
務
で
あ
る
か
固
有
事
務
で
あ
る
か
は
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
市
町

自
治
体
の
老
人
福
祉
施
策
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

二
二
九



す
で
に
序
で
述
ぺ
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
今
後
の
老
人
福
祉
事
務
・
事
業
調
査
と
関
連
づ
け
て
財
政
分
析
を
深
め
る
た
め
に
、
今

卜

回
は
主
と
し
て
地
方
交
付
税
制
度
の
機
能
に
許
Ｈ
し
た
実
態
調
査
報
告
（
中
間
報
告
）
を
補
論
と
し
て
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

ｉ
（
ｕ
）
真
砂
泰
輔
「
要
綱
の
法
的
性
質
」
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
『
行
政
法
の
争
点
』
、
打
斐
Ⅲ
。

（
⑫
）
補
助
金
交
付
を
法
輪
主
義
爪
迎
と
の
関
係
で
分
析
し
た
も
の
と
し
て
、
高
田
敏
「
現
代
に
お
け
る
福
祉
行
政
の
展
開
と
他
方
目
淌
体
」
四
六
頁

以
下
参
照
。
澗
川
編
『
福
祉
条
例
・
公
有
財
産
条
例
』
学
陽
愁
冴
八
一
年
。
碓
井
光
明
「
、
輪
作
財
政
の
法
的
考
察
」
爪
川
・
兼
子
編
『
、
流
体

行
政
の
法
と
制
度
』
学
陽
書
房
八
○
年
。

1W

、
桁
体
の
老
人
柧
祉
施
簸
に
側
す
る
調
在
研
究
（
小
川
報
告
）

二
三
○

』
村
は
…
委
託
で
き
る
」
ど
い
う
規
定
は
市
町
村
の
事
務
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
と
解
し
団
体
委
任
本
務
で
あ
る
と
し
た
。
一
丁

（
８
）
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
批
判
し
、
国
と
地
力
日
沿
休
の
分
担
の
し
方
に
つ
き
提
起
し
た
も
の
と
し
て
小
川
政
亮
著
『
社
会
事
業
法
制
』
四
二
頁

ｌ
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
搬
房
七
三
年

（
９
）
日
船
体
の
超
過
負
担
に
関
す
る
判
例
と
し
て
挟
津
市
訴
訟
（
来
京
地
判
昭
五
一
・
一
二
・
一
三
、
東
京
商
判
昭
五
五
・
七
・
二
八
）
、
国
分
寺

市
訴
訟
（
一
服
圦
地
判
昭
五
五
・
三
・
四
）

（
、
）
ち
な
み
に
、
県
実
施
事
業
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
県
立
老
人
祇
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
迎
営
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
「
神
奈
川

県
立
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例
」
（
四
七
・
一
○
・
二
一
条
例
第
五
一
号
）
何
条
例
施
行
規
則
（
四
七
・
一
○
・
二
一
規
則
節
一
二
七
号
）
も
制
定

論「
老
人
編
祉
独
」
の
雅
準
財
政
栃
要
額
の
実
態

１
人
卿
一
○
万
市
の
標
準
剛
体
の
突
態
鯛
査
に
よ
る
Ｉ

さ
れ
て
い
る
。

真
砂
泰
輔

は
じ
め
に
ｌ
調
査
の
方
法



こ
の
よ
う
に
、
同
研
究
に
お
い
て
は
、
問
題
の
指
摘
に
止
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
受
け
て
、
法
政
大
学
現
代
法
研
究
所
の
老
人
福
祉

財
政
調
査
班
は
、
地
方
交
付
税
の
基
準
財
政
需
要
額
の
実
態
分
析
に
焦
点
を
定
め
た
。
同
時
に
、
地
方
自
粭
総
合
研
究
所
の
研
究
に
お
い

自
沿
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

一一一一一一

地
方
交
付
税
制
度
上
の
老
人
福
祉
の
財
政
問
題
に
関
す
る
研
究
は
、
地
方
自
治
総
合
研
究
所
が
『
老
人
・
身
障
者
福
祉
の
財
政
負
担
』

（
昭
和
五
十
五
年
）
で
部
分
的
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
研
究
に
お
い
て
は
、
老
人
福
祉
法
が
制
定
さ
れ
た
昭
和
三
十
八
年
度
以
降
五
十
四

年
度
ま
で
の
地
方
交
付
税
の
基
準
財
政
需
要
額
へ
算
入
さ
れ
た
「
老
人
福
祉
変
」
の
算
定
基
礎
上
の
老
人
福
祉
施
莱
お
よ
び
財
源
構
成
の

推
移
、
な
ら
び
に
国
の
財
源
措
樋
の
状
況
、
五
巾
の
老
人
橘
祉
の
財
政
分
析
を
研
究
対
象
に
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
地
力
交
付
税
の
算

定
難
礎
の
研
究
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
「
老
人
福
祉
澱
に
つ
い
て
は
事
業
狭
全
体
の
仲
ぴ
よ
り
、
一
般
財
源
の
充
当
額
の
伸
び
が
大

（
１
）

き
く
、
、
そ
れ
だ
け
一
般
財
源
へ
の
依
存
度
を
｛
尚
め
て
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
同
研
究
の
五
市
の
老
人
桐
祉
の
財
政

分
析
に
お
い
て
は
、
逆
の
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
老
人
福
祉
費
充
当
の
市
の
一
般
財
源
は
…
…
事
業
費
の
伸
び
を
い
ず

（
２
）

れ
も
下
回
っ
て
い
る
」
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
同
研
究
は
説
明
を
加
え
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
Ａ
市
の
分
析
に
お
い
て
、
昭
和
四
十
一
～
五
十
一
年
度
の
老
人
福

祉
澱
が
三
七
・
二
倍
に
な
っ
て
い
る
の
に
「
地
方
交
付
税
の
韮
雛
財
政
需
要
額
へ
の
老
人
福
祉
澱
の
算
入
額
を
試
算
す
る
と
…
…
四
一
～

（
３
）

五
一
年
度
の
間
で
二
○
倍
軌
に
し
か
な
ら
な
い
。
。
：
…
交
付
税
の
基
郡
財
政
需
要
額
の
算
定
に
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
」
と
指
摘
し
て

い
る
。

そ
こ
で
ま
ず
共
体
的
な
調
査
方
法
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

Ｈ
、
調
査
対
象
と
調
査
の
方
法



自
柚
体
の
老
人
棡
祉
施
簸
に
側
す
る
調
査
研
究
（
小
川
報
併
）

一一一一一一―

て
は
問
題
意
誠
に
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
、
艦
準
財
政
需
要
額
に
算
定
さ
れ
て
い
る
老
人
福
祉
鞭
業
を
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
小

業
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
実
態
と
の
比
較
分
析
を
企
画
し
た
。

洲
査
の
対
象
と
し
た
日
桁
休
は
人
川
が
一
○
刀
人
前
後
の
、
柚
体
で
あ
る
。
そ
の
班
川
は
、
市
町
村
の
地
力
交
付
税
の
標
耶
団
体
の
人

口
が
一
○
万
人
と
設
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
昭
和
五
十
五
年
三
月
三
一
日
現
在
の
住
民
基
本
台
帳
人
口
が
九
万
五

千
人
以
上
～
十
一
万
人
未
満
の
ｎ
桁
体
一
一
十
四
市
を
選
定
し
た
。
こ
の
二
十
四
巾
の
平
均
人
川
は
一
○
刀
一
一
、
九
四
八
妬
で
あ
る
。

調
査
方
法
は
こ
の
二
十
四
巾
へ
、
調
査
表
と
収
架
資
料
Ｈ
録
を
郵
送
方
式
で
市
長
宛
依
頼
し
た
。
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
の
は
、
二
十
四

市
の
う
ち
十
一
市
で
回
収
率
は
四
六
％
で
あ
る
。
三
度
ほ
ど
池
話
で
到
端
硫
認
と
回
枠
依
頼
を
し
た
が
、
敬
老
の
Ⅱ
が
側
近
か
で
あ
っ
た

こ
と
や
、
調
査
表
へ
資
料
が
各
課
に
ま
た
が
っ
て
い
る
た
め
に
、
回
答
作
業
が
容
易
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
十
一
巾
か
ら
郵
送
さ
れ
た
盗
料
は
、
綱
査
班
の
依
頼
し
た
盗
料
が
も
れ
な
く
収
梨
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
調
交
の

焦
点
で
あ
る
「
地
方
交
付
税
費
目
別
基
準
財
政
需
要
額
と
歳
川
決
算
額
と
の
比
較
（
五
十
四
年
度
分
と
は
十
一
市
か
ら
回
答
が
寄
せ
ら

れ
た
が
、
複
雑
な
作
業
で
あ
っ
た
た
め
か
、
六
巾
分
に
つ
い
て
は
一
部
の
数
字
が
合
わ
な
く
保
例
に
し
て
あ
る
。
こ
の
報
告
に
お
い
て
は
、

と
り
あ
え
ず
五
巾
分
に
つ
い
て
の
分
析
結
采
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
お
、
市
豹
は
公
表
し
な
い
と
い
う
約
束
で
回
答
依
頼
し
た
の
で
、

調
査
対
象
年
度
は
、
昭
和
五
十
五
年
三
月
十
一
Ⅱ
現
在
で
人
口
一
○
万
人
前
後
の
都
市
を
選
出
し
た
の
で
、
昭
和
五
十
四
年
度
で
あ
る

が
、
各
自
治
体
の
行
財
政
上
の
推
移
を
み
る
こ
と
も
菰
嬰
な
の
で
、
過
去
十
年
川
ほ
ど
の
雑
木
的
盗
料
の
収
災
も
依
頼
し
た
。

記
号
を
付
し
て
分
析
し
た
い
。



依
頼
し
た
調
査
項
目
は
、
昭
和
五
十
四
年
度
老
人
福
祉
事
業
の
施
策
別
決
算
調
査
、
決
算
状
況
、
地
方
交
付
税
饗
Ⅱ
別
韮
準
財
政
需
要

額
と
歳
出
決
算
額
と
の
比
較
、
公
共
施
設
状
況
、
『
市
勢
概
要
』
等
の
一
五
項
ｎ
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
で
、
本
章
で
小
間
報
俗
と
し
て
と
り
あ
げ
る
の
は
「
地
力
交
付
税
澱
Ⅱ
別
払
氷
財
政
僻
要
額
と
歳
川
決
算
額
と
の
比
較
」
の

五
十
四
年
度
分
の
調
査
で
あ
る
。
こ
の
調
査
の
目
的
は
、
現
行
の
地
力
交
付
税
制
度
の
財
政
調
躯
機
能
が
、
ど
の
程
度
機
能
し
、
一
般
財

源
を
保
障
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
調
査
表
は
省
略
す
る
が
、
「
厚
生
労
働
災
」
の
項
日
は
資
料
一
の
と

お
り
で
あ
る
。
こ
の
比
較
分
析
は
、
自
沿
省
内
部
で
は
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
表
の
調
交
の
む
ず
か
し
い
点
は
、
地
方
交
付
税
の
我
、
と
決
算
統
計
上
の
数
日
が
一
致
し
な
い
た
め
に
、
つ
き
あ
わ
せ
が
界
易
で

な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
老
人
編
社
費
」
の
場
合
、
基
準
財
政
需
要
額
で
は
、
厚
生
労
働
喪
の
中
の
「
社
会
福
祉
費
」
と
し
て
、

「
経
術
」
と
「
投
安
」
別
に
、
児
厳
柵
祉
澱
や
社
会
橘
祉
掛
と
一
折
し
て
算
定
さ
れ
て
い
る
。
慨
通
会
計
の
決
算
統
計
上
で
は
、
民
生
磯

の
「
老
人
福
祉
澱
」
に
一
括
さ
れ
て
い
る
が
、
埜
準
財
政
需
要
額
の
「
社
会
福
祉
災
」
と
突
合
わ
せ
る
た
め
に
は
、
分
解
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
民
生
饗
の
「
老
人
福
祉
澱
」
の
う
ち
「
老
人
保
護
識
」
は
、
基
率
財
政
需
要
額
の
「
生
活
保
識
費
」
の
所
へ
、
そ

れ
か
ら
、
「
経
術
」
と
「
投
資
」
に
分
解
し
て
、
突
合
わ
せ
る
作
業
が
必
要
と
な
る
。

つ
ま
り
、
韮
準
財
政
需
要
額
の
「
社
会
福
祉
饗
」
〔
経
常
〕
に
机
当
す
る
の
は
、
普
通
会
計
の
「
民
生
残
」
（
投
資
を
除
く
）
の
う
ち
の

Ⅲ
「
社
会
福
祉
費
」
（
社
会
福
祉
事
務
所
費
を
除
く
）
、
②
老
人
保
護
費
を
除
い
た
「
老
人
福
祉
費
」
、
③
「
児
童
福
祉
費
」
の
三
費
目
の

合
計
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
老
人
福
祉
猟
」
だ
け
の
突
合
わ
せ
は
で
き
な
い
。

日
浦
体
の
老
人
福
祉
施
筑
に
関
す
る
綱
査
研
究
（
中
側
報
告
）

一一一一一一一一

ロ
、
調
査
内
容
に
つ
い
て
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基準財政需要額

経費の種類 測定単位
経常

投資
の別

基準財政

需要額④

歳出決算額

財政状況調査の賛目

款 項（目）

決算額

③

左のうち
充当一般
財源、

差引

③ ｡

(2)老人福祉費のうち

老人保護黄
④

(3)生活保護費⑤

小計 ⑦＋①＋⑦

２社会福祉費
人口 経常

３民生費(技資除く）

小計

(1)社会福祉費（社会

福祉事務所費除く）
⑦

(2)老人福祉賢

(老人保護費除く）
①

(3)児童福祉費、

⑦＋④÷③
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Ｃ

Ｓ
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■００
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(1)社会福祉費のうち
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四厚生労働費
人口

ａ保健衛生費 人口

４滴掃費

人口

人口

5Ｌ労働費 失業者数

計

投資

経常

経常

投資

投資

経常

投資

３民生費（投安）

(1)社会稿祉費（社会

福祉事務所費除く）
⑦

(2)老人橋社費

(老人保護費除く）
①

(3)児童福祉費②

１２公伎費 該当亭業債分④

小計 ⑦＋①＋、＋④

４衛生費（投資除<）
(1)保健衛生費⑦

(2)結核対策費①

小計 ⑦＋①

４衛生費（投資除<） (4)滴掃費

４衛生費（投資） (4)清 掃費⑦

１２公偵費 清掃事業債分①

小計 ⑦＋①

５労働費（投資）
(1)失業対策費のうち

失業対漿事業費

計

Ｏ Ｃ ｑ Ｕｐ

ｌ：１９B
Ｇ Ｄ

Ｏ６０ｑＯ■０



こ
の
よ
う
に
、
聾
、
別
に
、
基
準
財
政
需
要
額
（
Ａ
）
と
、
普
通
会
計
歳
出
決
算
額
の
う
ち
の
「
充
当
一
般
財
源
」
（
Ｃ
）
を
つ
き
あ

わ
せ
、
す
な
わ
ち
（
Ａ
）
か
ら
（
Ｃ
）
を
差
引
く
。
こ
の
「
差
引
額
」
が
マ
イ
ナ
ス
で
か
つ
そ
の
金
額
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
韮

準
財
政
需
要
額
の
算
定
の
方
法
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
他
の
喪
Ⅱ
と
の
比
較
を
容
易
に
す
る
た
め
に
「
充
当
一
般

財
源
」
（
Ｃ
）
に
対
す
る
「
基
準
財
政
需
要
額
」
（
Ａ
）
の
割
合
を
「
算
定
率
」
と
名
付
け
た
。
こ
の
「
算
定
率
」
は
、
地
方
交
付
税
の
一

般
財
源
保
障
機
能
の
遂
行
程
度
を
示
す
指
標
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

韮
郡
財
政
柵
要
額
の
「
厚
生
労
働
機
」
に
扣
当
す
る
澱
目
を
列
挙
す
る
と
、
柵
防
災
・
士
木
淡
・
教
育
猟
・
蔽
業
絲
済
澱
・
そ
の
他
の

行
政
猟
・
公
悩
搬
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
澱
Ⅱ
の
算
定
串
と
「
社
会
編
祉
巽
」
の
算
定
率
を
比
較
し
て
特
徴
を
苑
几
す
る
と
い
う
力
法
で
あ

次
に
、
今
回
の
調
査
の
第
二
の
愈
点
は
、
「
昭
和
五
十
四
年
度
老
人
桐
社
事
業
の
施
簸
別
決
算
調
査
」
で
あ
る
。
こ
の
訓
去
の
Ｈ
的
は
、

老
人
福
祉
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
那
業
」
と
し
て
拙
耶
財
政
綿
嬰
額
に
算
定
さ
れ
て
い
る
耶
業
と
、
尖
際
の
一
○
万
都
市
の
老
人

桐
祉
辨
業
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

る
。

、
治
作
の
老
人
禍
祉
施
簸
に
側
す
る
調
査
研
究
（
中
川
報
告
）

澱
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調
査
対
象
五
市
の
平
均
人
仰
は
、
昭
和
五
十
五
年
三
月
三
一
Ⅱ
現
在
で
一
○
万
一
、
四
八
○
人
で
あ
る
（
Ｚ
市
と
す
る
）
。
人
口
の
推

移
を
み
る
と
、
昭
和
五
○
年
三
川
一
一
一
一
日
現
在
で
は
九
万
五
、
一
一
一
一
二
人
、
五
十
一
年
三
月
一
一
二
日
現
在
で
九
万
六
、
六
八
二
人
、
五
十

二
年
で
九
万
八
、
○
七
七
人
、
五
十
三
年
で
九
万
九
、
二
八
○
人
、
五
十
四
年
で
一
○
万
○
、
五
五
二
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
五
巾

の
平
均
人
口
の
五
年
間
の
推
移
を
み
て
も
、
調
査
設
定
自
治
体
の
範
囲
で
あ
る
、
人
口
九
万
五
千
人
以
上
、
十
一
万
人
未
満
と
い
う
枠
の

中
に
あ
り
、
人
口
急
増
は
し
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
五
年
間
、
安
定
的
に
人
口
が
漸
増
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

Ｚ
市
の
面
積
は
、
八
五
・
七
九
㎡
、
昭
和
五
十
五
年
三
月
一
一
一
一
日
現
在
の
人
口
密
度
は
一
、
一
八
一
一
一
人
で
あ
る
。

Ｚ
市
の
産
業
別
人
口
は
、
昭
和
五
○
年
の
国
勢
調
査
で
は
、
第
一
次
産
業
人
口
は
七
％
、
第
二
次
産
業
人
口
は
三
六
％
、
第
三
次
産
業

自
治
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

二
三
七

こ
の
調
査
項
目
は
、
資
料
こ
の
と
お
り
で
あ
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
老
人
福
祉
事
業
ご
と
に
、
朋
始
年
度
・
根
拠
法
令
・
実
施
主
体
・

事
業
内
容
・
対
象
者
・
財
源
内
容
・
補
助
率
か
ら
な
っ
て
い
る
。

こ
の
他
に
収
集
依
頼
し
た
資
料
は
、
当
該
自
治
体
を
総
合
的
に
把
握
し
た
り
、
各
資
料
相
互
の
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
行
う
た
め
の
資
料

で
あ
る
。
事
実
、
調
査
表
へ
の
記
入
も
れ
を
い
く
つ
か
補
う
こ
と
が
で
き
た
。

本
稿
で
用
い
る
資
料
は
以
上
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
収
集
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
資
料
を
川
い
て
、
次
の
第
一
節
で
、
ま
ず
調
査
対
象
で
あ
る
自
治
体
の
概
要
を
ふ
ま
え
て
、
第
二
節
で
そ
の
日
輪

体
の
韮
準
財
政
需
要
額
の
尖
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
第
三
節
で
地
力
交
付
税
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
し
て
い
る
か
、
と
く
に
老
人

福
祉
事
業
に
お
い
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
を
保
障
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
討
を
す
る
。

第
一
節
調
査
対
象
自
治
体
の
概
要



Ｚ
巾
の
昭
和
五
十
四
年
度
の
呰
通
会
計
歳
入
決
蝉
額
は
一
六
一
億
八
、
九
五
九
万
Ｎ
、
歳
川
決
算
額
は
一
五
五
億
七
、
○
一
一
二
刀
円
で

あ
る
。
実
質
収
支
は
四
億
○
、
Ⅶ
○
八
万
八
千
円
の
黒
字
で
あ
る
Ｏ
こ
の
年
度
の
Ｚ
市
の
標
準
財
政
規
模
は
七
三
億
五
、
九
二
○
万
八
千

円
で
あ
る
か
ら
、
実
質
収
支
比
率
は
五
・
五
％
で
あ
る
。
同
年
度
の
大
都
市
を
除
く
都
市
の
実
質
収
支
比
率
は
四
・
六
％
で
あ
る
か
ら
？

Ｚ
巾
の
災
質
収
支
比
率
は
○
・
九
％
耐
い
・
日
輪
省
の
見
方
に
よ
れ
ば
「
経
験
的
に
は
お
お
む
ね
標
耶
財
政
規
模
の
三
％
～
五
％
程
度
が

（
４
）

望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
か
ら
、
Ｚ
巾
の
場
〈
町
は
、
黒
字
額
が
わ
ず
か
だ
が
多
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

昭
和
五
○
年
度
以
後
の
Ｚ
市
の
災
徹
収
支
の
椎
移
を
み
る
と
、
黒
字
が
続
い
て
お
り
、
し
か
も
年
々
黒
字
額
が
大
き
く
な
る
伽
向
に
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
五
○
年
度
の
実
質
収
支
は
約
一
億
五
千
万
円
、
五
十
一
年
度
約
二
億
三
千
万
円
、
五
十
二
年
度
約
二
億
五
千
刀
円
、
五

十
三
年
度
約
四
億
二
千
万
円
で
、
五
十
四
年
度
が
約
四
億
円
で
あ
る
。

Ｚ
市
の
五
十
四
年
度
の
栽
地
財
政
滞
婆
縦
は
五
九
億
五
、
九
五
九
万
三
千
円
、
独
地
財
政
収
入
額
は
四
三
億
一
、
三
八
三
万
二
千
円
で

あ
る
か
ら
、
「
財
政
力
指
数
」
は
七
二
・
四
％
で
あ
る
。
同
年
度
の
大
都
市
を
除
く
都
市
の
こ
の
比
率
は
七
一
・
一
％
で
あ
る
か
ら
、
ほ

ぼ
何
水
準
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

次
に
Ｚ
市
の
歳
入
構
造
の
特
徴
を
み
て
み
よ
う
。
Ｚ
市
の
五
十
四
年
度
の
普
通
会
計
歳
入
決
算
額
に
お
い
て
、
最
大
の
比
愈
を
占
め

て
い
る
の
は
、
「
地
方
税
」
で
約
六
二
億
Ｎ
、
三
八
・
三
％
の
構
成
比
で
あ
る
。
同
年
度
の
全
国
市
町
村
の
平
均
で
は
、
一
一
一
○
・
五
％
で

あ
る
か
ら
、
Ｚ
市
は
「
地
方
税
」
の
割
合
が
高
い
、
つ
ま
り
、
自
主
財
源
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

八
四
三
円
で
あ
る
。

、
桁
休
の
老
人
柵
祉
施
簸
に
側
す
る
調
査
研
究
（
中
川
報
併
）

二
三
八

人
口
は
五
七
％
で
あ
る
し
た
が
っ
て
、
Ｚ
市
の
市
町
村
類
型
は
、
Ⅲ
１
４
の
団
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

Ｚ
市
長
の
給
料
月
額
は
、
五
十
四
年
度
で
五
十
四
万
四
千
円
、
職
員
数
は
八
八
二
人
、
職
員
一
人
当
り
平
均
結
料
〃
額
は
十
七
万
九
、



千
万
円
、
三
○
・
八
％
の
構
成
比
で
あ
る
。
曰

Ｚ
市
の
力
が
若
干
低
い
割
合
と
な
っ
て
い
る
。

Ｚ
市
の
「
緋
通
交
付
税
」
は
約
一
八
億
円
で
一
○
・
二
％
、
「
特
別
交
付
税
」
一
・
一
％
、
し
た
が
っ
て
「
地
方
交
付
税
」
は
十
丁

三
％
で
あ
る
。
全
国
市
町
村
の
場
合
は
十
五
・
九
％
だ
か
ら
、
Ｚ
巾
の
榊
成
比
は
低
い
。
「
小
計
一
般
財
源
」
は
Ｚ
市
が
五
一
・
七
％
、

全
国
市
町
村
は
四
八
・
七
％
だ
か
ら
、
若
干
Ｚ
市
が
商
く
な
っ
て
い
る
。

Ｚ
市
の
「
国
庫
支
川
金
」
は
一
○
・
九
％
だ
が
、
全
国
市
町
村
は
一
五
・
八
％
と
高
い
。
「
諾
収
入
」
を
み
る
と
、
Ｚ
市
は
十
二
。
七

％
で
、
全
国
市
町
村
六
・
一
一
％
の
二
倍
ほ
ど
で
あ
る
。
「
地
方
悩
」
は
、
Ｚ
市
一
○
・
五
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
全
国
市
町
村
は
一
一
一
・

九
％
で
粁
干
商
い
。
要
す
る
に
、
Ｚ
巾
の
歳
入
榊
造
は
、
全
国
市
町
村
に
比
較
す
れ
ば
脚
立
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

Ｚ
巾
の
五
十
四
年
度
の
性
侭
別
歳
川
榊
造
を
み
る
と
、
蛾
大
の
比
虹
を
占
め
て
い
る
経
澱
は
、
「
粁
通
建
設
耶
業
澱
」
で
約
四
七
値
九

千
万
円
、
三
○
・
八
％
の
構
成
比
で
あ
る
。
同
年
度
の
全
国
市
町
村
の
「
普
通
建
設
事
業
災
」
の
榊
成
比
は
三
四
・
六
％
で
あ
る
か
ら
、

Ｚ
巾
の
目
的
別
歳
川
構
造
を
み
て
み
よ
う
。
段
も
商
い
削
合
を
占
め
て
い
る
経
澱
は
「
教
育
澱
」
で
、
約
一
一
一
五
億
四
千
万
円
、
二
二
・

八
％
、
二
番
ｎ
は
「
瓜
生
巽
」
で
約
三
○
億
四
千
万
円
、
一
九
。
五
％
、
一
一
一
番
Ⅱ
は
「
土
木
澱
」
で
約
二
三
億
九
千
万
円
、
一
五
・
四
％
、

自
油
体
の
老
人
福
祉
施
筑
に
側
す
る
調
査
研
究
市
間
報
遺

二
三
九

三
％
だ
か
ら
、
而

三
稀
日
は
”

の
力
が
商
い
。

四
稀
Ⅱ
は
ね

一
％
）
で
あ
る
。

二
番
目
に
高
い
割
合
を
占
め
て
い
る
経
費
は
「
人
件
費
」
で
約
四
○
億
四
千
万
円
、
一
一
五
。
九
％
で
あ
る
。
全
国
市
町
村
平
均
で
は
二

％
だ
か
ら
、
Ｚ
市
の
場
合
が
若
干
高
い
割
合
で
あ
る
。

一
一
一
稀
日
は
「
扶
助
澱
」
で
約
一
九
億
円
、
一
二
・
二
％
を
占
め
て
い
る
。
全
国
市
町
村
平
均
で
は
一
○
・
八
％
だ
か
ら
、
Ｚ
巾
の
場
合

「
物
件
狭
」
で
九
・
二
％
（
全
国
市
町
村
は
八
・
二
％
）
、
五
番
ｎ
は
「
補
助
独
竿
」
で
七
、
五
％
（
全
国
市
町
村
は
五
・



五
番
月
は
「
総
務
磯
」
で
約
二
三
億
六
千
万
円
、
一
五
・
一
％
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
全
国
市
町
村
平
均
の
場
合
は
、
第
一
位
は

「
土
木
澱
」
で
二
○
・
三
％
、
第
二
位
は
「
教
育
饗
」
の
一
九
・
一
％
、
第
三
位
は
「
民
生
澱
」
一
六
・
九
％
、
第
四
位
は
「
総
務
澱
」

の
一
二
・
六
％
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ｚ
市
の
場
合
は
、
「
教
育
澱
」
、
「
民
生
澱
」
の
占
め
る
割
合
が
商
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

Ｚ
巾
の
「
民
生
聾
」
の
榊
造
を
み
る
と
、
第
一
表
の
よ
う
に
第
一
位
は
「
児
童
福
祉
饗
」
で
約
一
四
億
円
、
四
六
・
二
％
、
第
二
位
は

「
生
活
保
謹
我
」
で
約
六
億
円
、
二
○
・
六
％
、
第
三
位
は
「
老
人
桶
祉
挫
」
で
約
五
億
八
千
万
円
、
一
九
・
一
％
、
第
四
位
は
「
社
会

福
祉
饗
」
で
一
四
・
一
％
で
あ
る
。
全
国
市
町
村
平
均
の
場
合
は
、
第
一
位
が
「
児
童
福
祉
饗
」
で
三
五
・
四
％
、
第
二
位
は
「
生
活
保

護
饗
」
の
二
五
・
五
％
、
第
三
位
は
「
老
人
福
祉
饗
」
の
二
二
・
七
％
、
第
四
位
は
「
社
会
福
祉
饗
」
の
一
六
・
四
％
で
あ
る
。
し
た
が

第１ 表民生笠の歳出構造比較

（54年度）

（％）

倖国市町村Ｚ市 自
治
体
の
老
人
福
祉
施
策
に
側
す
る
調
査
研
究
（
中
剛
報
告
）

社会福祉費

老人福祉費

児童桐社費

生活係讃費

災寄救助費

14.1

19.1

46.2

20.6

0.0

16.4

22.7

35.4

25.5

０．１

合計’100.0’100.0

(浅科）①ZTliの場合は五11iの『地

方財政状況調査表』より計

算。

②全Ililili町村は『地力財政

白書』，昭和56年版，236頁。

第２表人ロー人当たり民生費の比

較(１１{{和54年度）

（１１）

へ～
社会Iiiitl費

老人柵社費

児童禍社費

生活保磯費

民生賛

Ｚｉｉｉ

４，２１５

５，７２０

１３，８４１

6,172

29,948

1１－４

４，４５６

5,523

10,745

5,760

26,490

(資料）①ｚＴＩｉの場合は第１表に同じ。

②Ⅲ－４団体はｆ１Ｗｉ竹『額似

１１１体別Tli町村財政指数表』111（

和56年１川地力財務協会｡

四
○



っ
て
、
Ｚ
市
の
場
合
は
、
民
生
費
の
構
造
か
ら
み
る
と
か
な
り
「
児
童
福
祉
費
」
の
割
合
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
他
の
費
目
の
行
政
水
準
が
低
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
人
口
一
人
当
た
り
経

費
で
比
較
す
る
と
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
表
の
よ
う
に
、
Ｚ
市
の
市
町
村
類
型
は
、
Ⅲ
’
四
だ
か
ら
、
そ
の
類
似
団
体
と
比

較
し
て
み
る
と
、
「
社
会
福
祉
費
」
は
Ｚ
市
が
四
、
一
二
五
円
、
類
似
団
体
が
四
、
四
五
六
円
で
、
Ｚ
市
が
若
干
低
い
が
、
他
の
費
目
は
す

べ
て
Ｚ
市
の
場
合
が
高
い
。
そ
の
な
か
で
、
「
児
童
福
祉
費
」
は
、
Ｚ
市
が
一
万
三
、
八
四
一
円
に
対
し
、
類
似
団
体
は
一
万
七
四
五
円

と
低
い
の
で
、
歳
出
構
造
か
ら
み
る
と
Ｚ
市
の
「
児
童
福
祉
費
」
が
高
い
割
合
を
占
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
調
査
の
テ
ー
マ
で

あ
る
「
老
人
福
祉
費
」
の
場
合
も
、
Ｚ
市
は
五
、
七
二
○
円
で
、
類
似
団
体
の
五
、
五
二
一
一
一
円
よ
り
一
九
七
円
高
く
な
っ
て
い
る
。

次
に
基
準
財
政
需
要
額
の
実
態
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
今
回
の
「
費
目
別
基
準
需
要
額
と
歳
出
決
算
額
と
の
比
較
調
査
」
（
五
十
四
年

度
）
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
ず
端
的
に
い
え
ば
、
費
目
間
の
格
差
が
著
し
く
、
と
く
に
「
社
会
福
祉
費
」
の
基
準
財
政
需
要
額
が
、

他
の
費
目
と
比
較
す
る
と
、
極
端
に
低
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

そ
こ
で
ま
ず
Ｚ
市
（
五
市
平
均
）
の
経
常
経
費
の
「
基
準
財
政
需
要
額
」
（
Ａ
）
か
ら
、
決
算
額
の
う
ち
で
そ
の
費
目
に
「
充
当
さ

れ
た
一
般
財
源
額
」
（
Ｃ
）
を
差
引
く
と
、
そ
の
費
目
の
基
準
財
政
需
要
額
の
「
不
足
額
」
が
計
算
で
き
る
。
そ
し
て
、
充
当
一
般
財
源

（
Ｃ
）
に
対
す
る
基
準
財
政
需
要
額
（
Ａ
）
の
割
合
（
こ
こ
で
は
「
算
定
率
」
と
名
付
け
た
）
を
計
算
す
る
。
こ
の
「
算
定
率
」
が
低
け

れ
ば
低
い
ほ
ど
基
準
財
政
需
要
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
理
想
的
に
は
、
こ
の
「
算
定
率
」
は
一
○
○
％
で
あ
る
べ
き

で
あ
る
。
し
か
し
、
「
算
定
率
」
が
一
○
○
％
を
越
え
す
ぎ
て
い
る
の
も
問
題
で
あ
る
。

自
治
体
の
老
人
福
祉
施
策
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

二
四
一

第
二
節
基
準
財
政
需
要
額
の
実
態



第３表Ｚ市の厚生労働費〔経常〕の基準財政開要額と充当一般財源の比較

己、’ iiulLl 箱冨`子盤準財胤繍蕊額 充当一般財額
（C）

生活保憩災

社会福祉数

保健衛生饗

1il／柵澱

227,926

238,276

１３５，６８８

480,257

1,082,147

262,156

840,154

25ｲ,655

618,349

△34,230

△601,878

△118,967

△138,092

△893,167

86.9 自
治
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

28.4

53.3

77.7

IIM-Zl厚生労働喪 54.8

第４表Ｚ市の経常経拠の基地財政WW要額と

充当一般財源の比較(54年度）

、|蝋洲Ilii繍鋤|湾Tlll':卿鰄 差引(A)－｡ ﾎﾞ/銀,iｉ

〕蕊Ｉ
ｉｉＩｊ防災

士木貌

教育饗

厚生労働費

産業経済饗

その他の行政独

合計

535,267

455,362

986,598

1,082,147

125,505

1,167,570

７３，６６８

△288,192

△734,199

116.0

６１．２

５７．３

５４．８

５５．６

65.0

△893,167

△100,404

△627,580

449 6.922.323 △2,569,874４，３５２， 62.9

二
四
二

さ
て
、
Ｚ
市
の
「
厚
生
労
働
澱
」
の
経
常
経
澱
分
の

「
差
引
額
」
は
、
第
三
表
の
よ
う
に
、
八
億
九
、
三
一
六

万
七
千
円
の
赤
字
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
厚
生
労
伽
澱
」

〔
経
常
経
費
〕
の
基
準
財
政
需
要
額
が
八
億
九
、
三
一
六

万
七
千
円
不
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

「
厚
生
労
働
費
」
を
さ
ら
に
項
別
に
み
る
と
、
第
二
表
の

よ
う
に
、
「
社
会
桶
祉
我
」
が
六
億
一
八
七
万
八
千
Ｎ
不

足
し
て
い
て
、
「
厚
生
労
働
費
」
の
不
足
額
の
六
七
。
四

％
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
「
社
会
柵
祉
猟
」
の
か
か
に
は
、

資
料
一
の
よ
う
に
、
社
会
福
祉
費
・
老
人
福
祉
費
。
児
童

橘
社
我
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

「
厚
生
労
働
費
」
〔
経
常
〕
の
算
定
率
は
、
第
三
表
の

よ
う
に
五
四
・
八
％
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
社
会
福

祉
費
」
〔
経
常
〕
の
算
定
率
は
二
八
・
四
％
で
、
非
常
に

ひ
く
い
。

算
定
率
が
高
い
経
巽
は
「
生
活
保
識
幡
武
」
で
八
六
・
九

％
、
二
番
目
が
「
清
耐
強
」
の
七
七
・
七
％
、
三
番
側
が



第５表 Ｚ市の厚生労働費〔投資〕の基準財政需要額と

充当一般財源比較（54年度）

(千'１）

、1錘胸鮒瀞喪繍，
1

自
治
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

二
四
三

社会桶祉災

Ｗｌｊｉ｝澱

労勧残

△89,825

△36,600

△21,263

35.749,875

71,545

４，９９１

139.700

66.7108.145

19.0
■

26.254

厚生労働残 126,411 △147,688 46.1274.009

「
保
健
衛
生
費
」
の
五
三
・
三
％
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
社
会
福
祉
費
」
の
算
定
率
が
二
八
。

四
％
と
い
う
の
は
非
常
に
低
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
し
か
も
饗
月
間
の
格
差
が
非
常
に
大
き
い
と

い
う
実
態
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
算
定
率
の
格
差
は
、
「
厚
生
労
働
澱
」
以
外
の
我
日
と
比
較
す
る
と
、
雑
く
ほ
ど
大
き
い

こ
と
が
わ
か
る
。

す
な
わ
ち
、
第
四
表
は
経
常
経
費
の
基
準
財
政
需
要
と
充
当
一
般
財
源
と
の
比
較
を
、
萩
別
に

し
た
表
で
あ
る
が
、
差
引
の
合
計
を
み
る
と
、
一
一
五
億
六
、
九
八
七
万
四
千
円
の
基
準
財
政
需
要

額
の
不
足
で
あ
る
。
そ
の
不
足
額
の
内
訳
を
み
る
と
、
「
厚
生
労
働
費
」
の
不
足
額
が
一
番
多
く

八
億
九
、
三
一
六
万
七
千
円
で
、
二
番
目
が
「
教
育
費
」
の
七
億
一
一
一
、
四
一
九
万
九
千
円
の
不
足
、

一
一
一
番
目
は
「
そ
の
他
の
行
政
費
」
の
六
億
二
、
七
五
八
万
円
の
不
足
と
続
く
。
驚
く
べ
き
実
態
は

「
消
防
費
」
で
、
七
、
三
六
六
万
八
千
円
の
超
過
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
消
防
費
」
に

つ
い
て
は
、
Ｚ
市
の
実
際
の
需
要
以
上
に
、
手
厚
く
基
準
財
政
需
要
が
算
定
さ
れ
て
い
る
と
老
え

ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
消
防
饗
」
の
算
定
率
は
一
○
○
％
を
こ
え
、
二
六
％
に
も
な
っ
て
い
る
。

逆
に
、
算
定
率
が
一
番
低
い
経
澱
は
「
厚
生
労
働
澱
」
で
五
四
・
八
％
で
あ
り
、
そ
の
原
因
は

「
社
会
橘
祉
對
」
の
雑
郡
財
政
濡
要
額
の
算
定
に
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
二
番

目
に
算
定
率
が
低
い
経
巽
は
「
産
業
経
済
磯
」
で
五
五
・
六
％
、
三
番
側
は
「
教
育
澱
」
で
五



第６表Ｚ市の投識的経班の基準財政WW凄額と

充当一般財源比較（544i二度）

(千}IＤ

、’ 蠣卿瀞蕊綱|爽劉T〔』w''鰄|蔚Ｉ |iii
韮

引
⑥ 定率

に)ｘｌＯＯ

脚
沿
休
の
老
人
福
祉
施
簸
に
側
す
る
澗
在
研
究

土木災

教育１１ｔ

厚生労働災

産業経済災

その他の行政饗

725,725

397,353

126,411

27,959

372,739

954,354

1,092,093

274,099

９５，５５０

545,789

△228,629

△694,742

△147,688

△67,591

△173,050

76.0

36.4

46.1

29.3

68.2

合 計 1,650,187 2.961.887 △1,311,700 55.7

る
澗
在
研
究
（
中
川
報
併
）

二
四
四

七
・
三
％
、
四
番
Ⅱ
は
「
土
木
澱
」
の
六
一
・
一
一
％
で
、
こ
の
四
打
我
側
が
、
平
均
算
定
率

の
六
二
・
九
％
を
下
ま
わ
っ
て
い
る
。

次
に
、
投
資
的
経
對
の
韮
那
財
政
需
要
額
と
充
当
一
般
財
源
の
比
較
を
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
投
盗
的
継
災
の
「
厚
生
労
働
残
」
の
実
態
は
、
第
五
衣
の
よ
う
に
、
全
体
と
し
て
一

億
四
、
七
六
八
万
八
千
円
の
不
足
が
あ
り
、
算
定
率
は
四
六
・
一
％
で
、
経
術
経
我
の
「
厚

生
労
働
費
」
の
算
定
率
五
四
・
八
％
を
か
な
り
下
ま
わ
っ
て
い
る
。

「
社
会
福
祉
災
」
〔
投
資
〕
は
八
、
九
八
二
万
五
千
Ｎ
の
不
足
で
、
「
厚
生
労
働
饗
」
〔
投

資
〕
の
不
足
額
の
六
一
％
を
占
め
て
い
る
。
「
社
会
柵
祉
災
」
〔
投
資
〕
の
算
定
率
は
三
五
・

七
％
と
平
均
以
下
で
あ
る
が
、
伺
我
Ｈ
の
「
経
常
経
饗
」
の
算
定
率
の
二
八
・
四
％
を
上
ま

わ
っ
て
い
る
。

「
厚
生
労
働
澱
」
〔
投
資
〕
の
う
ち
で
、
算
定
串
が
一
番
低
い
掛
目
は
「
労
働
澱
」
で
、

わ
ず
か
一
九
％
に
す
ぎ
な
い
。

款
別
に
み
た
投
資
的
経
澱
の
雑
準
財
政
鴨
要
領
と
充
当
一
般
財
源
の
比
較
を
し
た
実
態
が
、

第
六
表
で
あ
る
。
全
休
と
し
て
は
一
三
億
一
、
一
七
○
万
円
の
不
足
で
、
算
定
率
は
五
五
・

七
％
で
あ
る
か
ら
、
経
常
経
澱
の
全
体
の
算
定
率
の
六
二
・
九
％
を
下
ま
わ
っ
て
い
る
。

款
別
で
は
、
投
資
的
経
巽
の
不
足
額
が
最
も
大
き
い
の
は
「
教
育
費
」
で
六
億
九
、
四
七

四
万
二
千
円
、
不
足
総
額
一
三
億
一
、
一
七
○
万
円
の
五
三
％
を
占
め
て
い
る
。



投
資
的
経
費
の
平
均
算
定
率
五
五
・
七
％
を
下
ま
わ
っ
て
い
る
費
日
は
、
「
産
業
経
済
費
」
の
二
九
・
一
一
一
％
、
「
教
育
費
」
の
三
六
・
四

％
、
「
厚
生
労
働
費
」
の
四
六
・
一
％
で
あ
る
。
逆
に
上
ま
わ
っ
て
い
る
費
目
は
「
土
木
費
」
の
七
六
％
、
「
そ
の
他
の
行
政
費
」
の
六

社
」
だ
け
で
あ
る
。

八
・
二
％
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

前
節
に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
澱
の
な
か
の
「
社
会
福
祉
澱
」
〔
経
常
〕
の
基
飛
財
政
需
要
額
の
不
足
額
が
、
約
六
億
円
に
も
な
っ
て

い
る
Ｚ
市
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
原
因
を
考
え
て
み
た
い
。
し
か
し
、
総
合
的
な
原
因
分
析
を
す
る
余
裕
は
な
い

の
で
、
こ
こ
で
は
、
Ｚ
市
等
人
口
一
○
万
人
前
後
の
自
治
体
の
社
会
福
祉
行
財
政
の
実
態
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
の
一
端
を
明

ら
か
に
し
た
い
。
だ
が
「
社
会
福
祉
費
」
と
い
っ
て
も
、
そ
の
内
容
は
さ
ら
に
分
れ
、
社
会
福
祉
費
・
児
童
福
祉
費
・
老
人
福
祉
と
い
う

構
成
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
費
目
も
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
事
業
か
ら
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
こ
ま
で
分
解
し
て
比
較
分
析
を

す
る
必
要
が
あ
る
が
、
全
体
的
な
分
析
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
今
回
の
実
態
調
査
の
柱
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
老
人
福
祉
費
」
の
分
析
を
中
心
課
題
と
す
る
が
、
そ
の
ま
え
に
、
児
童
福
祉
費

自
治
体
の
老
人
福
祉
施
策
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

二
四
五

以
上
の
よ
う
に
、
実
態
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
基
準
財
政
需
要
額
の
費
目
間
に
、
著
し
い
格
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
「
厚
生
労
働
費
」
の
な
か
で
は
、
「
社
会
福
祉
費
」
の
算
定
に
問
題
が
あ
り
、
そ
の
な
か
で
も
「
経
常
経
費
」
の
算
定
に
よ

り
大
き
い
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
項
の
費
目
の
う
ち
で
、
六
億
円
も
不
足
額
が
出
て
い
る
費
目
は
経
常
経
費
の
「
社
会
福

第
三
節
地
方
交
付
税
の
機
能

ｌ
老
人
編
祉
躯
業
に
お
け
る
「
ナ
シ
劃
ナ
ル
Ⅷ
ミ
ニ
マ
ム
那
業
」
に
つ
い
て
Ｉ



第７表社会福祉費の標準団体行政規模（54年度）

項 ロ｜行政規模日

人口

福祉事務所

民生委員・児童委員

福祉関係職員

現業員等

身体障害者福祉司

精神薄弱者福祉司

社会福祉施設

係育所

児童館

老・ホーム

授産施殻

児童遊園

100,000人

１所

150人

斬
蛎
所
所
薇

自
治
体
の
老
人
福
祉
施
簾
に
関
す
る
調
査
研
究

人
人
人

５
１
１

２

一
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

二
四
六

に
ふ
く
ま
れ
る
保
育
所
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
節
で
み
た
よ
う
に
Ｚ
市
の

「
児
童
福
祉
費
」
は
民
生
費
の
歳
出
構
造
の
四
六
％
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
、
そ
の
大
部
分
は
保

育
所
に
関
わ
る
経
費
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ｚ
市
の
「
社
会
福
祉
費
」
の
基
準
財
政
需

要
額
で
六
億
円
も
の
不
足
額
が
出
た
大
き
な
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
保
育
所
の
経
費
の
算
定
不

足
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

今
回
収
集
し
た
資
料
か
ら
、
保
育
所
の
算
定
不
足
の
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、

標
地
団
体
行
政
規
模
の
な
か
で
設
定
さ
れ
て
い
る
保
育
所
が
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

人
口
一
○
万
人
の
標
地
団
体
の
保
育
所
は
九
カ
所
と
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｚ
巾
の
場
合
は
二
○
ヶ
所

と
二
倍
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
今
回
の
調
査
で
収
梨
し
た
人
口
一
○
万
人
前
後
の
九
市
の
「
公
共

施
設
状
況
」
（
五
十
四
年
度
）
に
よ
る
九
巾
平
均
の
保
育
所
も
二
一
ヶ
所
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
社

会
福
祉
喪
」
の
単
位
巽
川
を
激
算
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
て
い
る
第
七
表
に
示
さ
れ
る
「
標
準
団

（
６
）

体
行
政
規
模
」
が
実
態
に
合
っ
て
い
な
い
と
老
障
え
ら
れ
る
。

「
社
会
福
祉
費
」
の
「
標
準
団
体
行
政
規
模
」
に
は
、
実
態
に
合
わ
な
い
と
い
う
問
題
だ
け
で

は
な
く
、
次
の
よ
う
な
問
題
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
算
定
率
が
一
○
○
％
を
こ
え
て
い
る
第
八
表

「
消
防
費
」
の
「
標
準
団
体
行
政
規
模
」
と
比
較
す
る
と
明
瞭
に
な
る
。
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ

う
に
「
消
防
費
」
の
行
政
規
模
の
内
容
は
き
わ
め
て
詳
細
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

「
社
会
福
祉
費
」
の
場
合
は
、
粗
雑
と
い
っ
て
よ
い
。
保
育
所
・
児
童
館
・
老
人
ホ
ー
ム
・
授
産



第８表市町村の「消防費」における穣準団体行政規模（54年度）

行政規模頂項 行政規模 目

100,000人人口

(1)常伽消防関係

消防本部

消防黒

(2)分非蓋備菱防関係
団員数

|;畠：
|鍵
普通消防ポンプ自動車

則､型動力ポンプ付積載車

４，型動力ポンプ

14分団

563人

１人

２人

１４人

14人

７０人

462人

１１台

３台

１４台

}瀞梺喜
健物延面菰289㎡）

（建物廷面積271㎡）

1本部

l署

１
１
１
１

出喪所 2所

消防蓋ンプ自動:FF［

|蔓蕊護

〈
臣
（
ロ
《
ロ
（
■

ワ
】
・
人
１
△
△
４

１
１

(うち１台は予備車）

(うち１台は予備軍）
救急自動車 3台

指揮広報車

予防査察車

防火水そう

消防専用無線電話

救急指令装遇

暗
哨
弛
噸
始

１

痙程鐘ｅ靱＜』韓謹:篭呈璽十蝿霊銅崖憲（畳菫審ﾐﾆ） １１三苧



施
設
に
つ
い
て
は
、
「
消
防
費
」
と
同
様
に
き
め
こ
ま
か
く
行
政
規
模
を
設
定
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
「
施
設
最

低
荻
地
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
標
地
団
体
行
政
規
模
」
に
全
く
反
映
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム

を
保
障
す
る
機
能
を
地
力
交
付
税
制
度
が
采
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
が
疑
川
と
な
る
。

次
に
、
今
回
の
調
査
の
柱
で
あ
る
「
老
人
福
祉
事
業
」
に
つ
い
て
、
人
口
一
○
万
人
の
標
準
団
体
に
お
け
る
老
人
福
祉
事
業
と
Ｚ
市
の

老
人
桶
祉
事
業
の
実
態
と
の
比
較
分
析
を
し
て
み
よ
う
。

人
口
一
○
万
の
標
準
団
体
に
お
け
る
老
人
禍
祉
卒
業
と
は
、
「
社
会
福
祉
澱
」
の
雑
準
財
政
滞
婆
額
の
算
定
の
さ
い
に
必
要
な
「
地
位

費
用
」
を
算
出
す
る
と
き
に
、
積
算
内
容
と
し
て
出
て
い
る
事
業
で
、
こ
れ
ら
の
事
業
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
の
事
業
と
い
っ
て
よ

い
。
こ
の
荊
算
内
群
と
し
て
の
老
人
福
祉
那
業
鍋
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
地
力
日
沿
総
合
研
究
所
が
お
こ
な
っ
て
い
る
。

第９表老人福祉のナショナル・ミ

ニマム事業（昭和54年度）

－地方交付税のⅡ(位費川算定の

ための事業一一Ⅲ１１訂ｌ｜叫一④

、
治
体
の
老
人
福
祉
施
筑
に
側
す
る
調
交
研
究
（
中
川
報
併
）

老人保遡事業

養識老人ホーム

特別縫護老人ホーム

老人(ｉＭｆ教育

老人保健医撚総合対jii開発｡'｢業

老人他１１(相談M｢業

ｲ！;宅老人家庭羽護訪||Ｉ指導

⑤ 全国一斉健康診断

一般診査

精蠕診査

⑥｜ねたきり老人他康診Wｉ

⑦ｌ老人クラブ等助成

③
｜
⑨

敬老会plF業

老人医撚特別}肘憧

在宅ImiII:事業

両~P羅認i11丁(派遣事業）
〃）⑪

⑫

⑪’１１常生活)N|具給付

(Yf料）141治省『昭和5`lｲ1K度地方交付税

ｌｌｉＩ度解説（単位災用繍)』地力

ｊｌ１務協会，4241)，437～440頁よ

りまとめた。

※これ以外に，L1HiJi保識]|｢業も，

老人編iIl:のナショナル・ミニマ

ム｡'｢業にかかわっている。

四
八



第
二
の
問
題
は
、
五
巾
（
Ｚ
巾
）
全
市
が
実
施
し
て
い
る
老
人
福
祉
事
業
は
、
老
人
保
護
珈
業
・
全
国
一
斉
健
康
診
断
事
業
・
老
人
ク

ラ
ブ
等
助
成
取
業
、
敬
老
会
事
業
・
老
人
医
旅
特
別
措
催
（
い
わ
ゆ
る
老
人
医
療
饗
無
料
化
事
業
）
、
家
庭
奉
仕
貝
派
泄
辨
業
・
桶
祉
地

諦
蜥
業
の
七
小
業
の
み
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
一
三
小
業
の
う
ち
約
半
数
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
五
巾
（
Ｚ
巾
）
の
老
人
福
祉
事
業
数
は
、
二
三
・
四
事
業
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
十
三
事
業
の
一
・
八
僻
も
実
施
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
記
救
も
れ
の
老
人
福
祉
那
業
が
あ
っ
た
の
で
、
実
際
に
は
一
・
八
傭
以
上
に
な
る
。

調
査
対
象
年
度
の
昭
和
五
四
年
度
の
人
口
一
○
万
の
標
準
団
体
に
お
け
る
老
人
福
祉
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
事
業
は
、
第
九
表
の

と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
Ｚ
巾
（
五
巾
）
の
老
人
福
祉
事
業
の
実
態
と
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
。

第
一
に
、
第
九
表
の
標
那
団
体
に
お
い
て
老
人
桐
祉
辨
業
と
さ
れ
て
い
る
本
業
、
つ
ま
り
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
辨
業
と
さ
れ
て
い

る
事
業
で
、
未
実
施
の
鞭
業
が
か
な
り
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
老
人
健
康
教
育
事
業
・
在
宅
老
人
家
庭
論
液
訪
問
鞭
業
は
五

巾
（
Ｚ
巾
）
の
な
か
で
一
巾
の
み
実
施
、
老
人
健
康
和
談
珈
業
は
五
巾
全
部
が
未
実
施
、
ね
た
き
り
老
人
健
康
診
断
耶
業
も
五
巾
全
部
が

未
実
施
で
あ
っ
た
。
な
お
回
啓
が
あ
っ
た
十
一
巾
全
部
が
未
突
施
で
あ
っ
た
珈
業
は
、
老
人
健
康
机
談
、
ね
た
き
り
老
人
健
康
診
断
の
一
一

事
業
で
あ
る
。
在
宅
老
人
家
庭
看
謹
訪
問
事
業
は
十
一
市
の
う
ち
一
市
が
単
独
事
業
と
し
て
尖
施
し
て
い
る
。

介
識
人
の
派
迷
事
業
は
五
市
の
う
ち
で
二
市
が
実
施
、
Ⅱ
常
生
活
川
共
給
付
珈
業
は
五
市
の
う
ち
四
市
が
実
施
し
て
い
る
。

地
方
交
付
税
制
度
の
考
え
方
か
ら
い
え
ば
、
交
付
税
交
付
金
は
一
般
財
源
、
つ
ま
り
使
途
は
制
限
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
未
実
施

珈
業
が
あ
っ
て
も
法
律
違
反
で
は
な
い
。
ま
た
、
地
域
の
実
態
に
柔
軟
に
対
応
し
て
い
る
と
い
う
理
由
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
事
業
も
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
事
業
で
あ
る
と
い
う
視
点
か
ら
い
え
ば
、
当
面
は
実
施
し
な
い
と
い
う
判
断
は
安
易
に
な
さ
れ
る

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

口
論
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
関
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

二
四
九
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務
で
あ
る
こ
と
と
、
国
庫
補
叫

爽
施
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

第
八
に
、
機
関
委
任
事
業
、
つ
ま
り
国
が
実
施
主
体
と
な
っ
て
い
る
那
業
は
、
法
施
行
と
同
時
に
全
部
の
自
治
体
に
国
庫
補
助
が
つ
き
、



標
準
団
体
で
も
積
算
が
開
始
さ
れ
、
自
治
体
で
も
実
際
に
事
業
が
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
具
体
例
は
、
昭
和
三
十
八
年
度

か
ら
の
「
老
人
保
泄
珈
業
」
と
、
昭
和
四
十
八
年
度
か
ら
の
「
老
人
医
旅
特
別
描
伍
」
（
い
わ
ゆ
る
老
人
医
旅
機
無
料
化
耶
業
）
で
あ
る
。

（
８
）

後
者
の
事
業
は
、
敢
新
都
政
な
ど
の
日
浦
体
お
よ
び
市
民
の
迎
助
で
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
事
業
と
し
た
点
が
、
前
者
の
卒
業
と
質
的

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
社
会
桐
祉
独
」
の
韮
耶
財
政
締
要
額
の
蝉
定
方
法
は
尖
態
か
ら
机
当
に
乖
離
し
て
お
り
、
そ
の
絲
来
、
約
六
億

円
も
の
荻
耶
財
政
需
要
額
の
不
足
が
生
じ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

後
者
の
事
業
は
、
敢
鉈

に
異
な
る
点
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）
地
力
日
沿
総
合
研
究
所
『
老
人
・
身
障
新
柵
祉
の
財
政
負
担
境
昭
和
五
五
年
、
一
五
頁
。

（
２
）
同
右
、
四
三
頁
。

（
３
）
同
右
三
八
～
三
九
頁
。

（
４
）
地
方
財
政
洲
査
研
究
会
編
『
新
訂
財
政
分
析
』
、
ぎ
よ
う
せ
い
、
昭
和
五
六
年
、
八
八
頁
。

（
５
）
全
図
市
町
村
な
ど
の
数
字
は
『
地
方
財
政
白
響
』
昭
和
五
六
年
版
よ
り
引
川
し
た
。

（
６
）
保
育
所
の
算
定
不
足
の
原
因
は
、
こ
れ
以
外
に
、
保
育
所
扶
助
澱
の
欄
算
内
容
と
Ｚ
市
の
実
態
と
の
比
較
分
析
が
必
要
で
あ
る
が
、
今
回
の
調

査
の
対
象
外
だ
っ
た
の
で
、
資
料
を
収
集
し
て
い
な
い
。

た
だ
、
棚
布
巾
（
人
川
十
七
万
）
の
場
合
を
例
に
と
る
と
、
国
難
瓶
徴
収
金
を
除
い
た
、
保
育
剛
児
一
人
一
ヶ
〃
あ
た
り
級
我
は
、
五
十
四
年

、
、

庇
で
四
万
一
ハ
、
八
七
一
一
円
で
あ
る
。
一
力
、
五
十
四
年
度
の
械
那
剛
体
に
お
け
る
、
囚
飛
弛
徴
収
企
を
除
い
た
、
保
育
剛
児
一
人
当
た
り
年
Ⅲ
扶

助
澱
は
十
七
万
六
、
一
七
九
円
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
標
躯
川
休
の
年
側
扶
助
澱
の
十
七
万
六
、
一
七
九
円
は
、
調
布
市
で
は
三

・
八
ケ
〃
に
し
か
あ
た
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
実
態
か
ら
非
術
に
離
れ
た
秋
算
が
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
７
）
こ
の
秋
算
額
は
、
在
宅
栃
祉
事
業
の
家
庭
奉
仕
貝
十
一
人
の
う
ち
八
人
が
老
人
家
庭
奉
仕
瓜
派
避
制
当
て
分
と
し
て
肝
猟
し
た
。
八
人
と
し
た

自
泊
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
側
す
る
調
査
研
究
（
中
川
報
俗
）

二
五
一



-=_１－

〔
追
記
〕
末
尾
な
が
ら
、
今
回
の
中
川
報
告
に
あ
た
り
、
調
在
の
対
象
と
な
っ
た
神
奈
川
肌
老
人
福
祉
狐
を
は
じ
め
財
政
測
充
に
応
じ
て
い
た
だ
い
た

関
係
自
治
体
に
は
、
卸
多
忙
中
に
か
か
わ
ら
ず
斌
雑
な
調
査
に
快
よ
く
協
力
し
て
い
た
だ
き
、
こ
こ
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
し
て
お
き
た
い
。

自
治
体
の
老
人
福
祉
施
簸
に
側
す
る
調
査
研
究
（
中
間
報
告
）

一
一
五
二

１
皿
山
は
、
五
十
一
年
度
に
、
心
身
新
に
対
す
る
家
庭
奉
仕
貝
派
泄
制
度
と
統
合
す
る
以
前
は
、
つ
ま
り
五
○
年
度
は
，
ね
た
き
り
老
人
家
庭
奉
仕

貝
と
し
て
八
人
が
見
秋
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

（
８
）
拙
稿
「
老
人
医
旅
『
無
料
化
』
の
発
足
」
、
小
宮
昌
平
・
吉
佃
秀
夫
編
『
東
京
問
題
』
、
大
月
捗
店
、
一
九
七
九
年
参
照
。


