
そ
の
３
・
福
祉
分
野

　
急
速
な
人
口
増
加
を
は
じ
め
と
す
る
都
市
化
の
波

を
う
け
、
地
域
社
会
や
家
庭
の
姿
が
大
き
く
変
わ
り
、

市
民
の
暮
ら
し
が
質
の
向
上
と
多
様
化
、
高
度
化
を

志
向
し
、
ま
た
人
口
の
高
齢
化
が
進
行
し
て
い
く
と

い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
の
変
化
に
対
応
し
て
い
く

た
め
、
本
市
の
福
祉
施
策
の
一
層
の
質
的
、
量
的
充

実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
市
民
の
暮
ら
し
の
変
化
に
的
確
に
対
応

し
た
福
祉
策
を
推
進
し
て
い
く
う
え
で
、
こ
れ
を
阻

害
す
る
問
題
も
あ
り
、
そ
の
う
ち
最
も
大
き
な
問
題

が
「
地
方
分
権
と
大
都
市
制
度
の
問
題
」
と
い
え
る
。

　
以
下
、
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
。

社
会
福
祉
改
革
に
つ
い
て

　
平
成
二
年
に
お
け
る
社
会
福
祉
八
法
の
改
正
は
、

在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
法
上
の
明
記
、
施
設
入
所
措

置
権
限
等
の
移
譲
、
老
人
保
健
福
祉
計
画
の
策
定
義

務
化
等
を
主
な
内
容
と
し
て
、
戦
後
以
来
の
社
会
福

祉
の
大
改
革
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
改
革
は

長
年
い
わ
れ
て
き
た
問
題
を
取
に
ａ
残
し
た
も
の
に
な
っ

て
い
る
。

　
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
法
上
の
明
記
に
つ
い
て
は
、

福
祉
各
法
に
お
け
る
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
位
置
づ

け
を
明
確
化
し
て
、
そ
の
積
極
的
推
進
を
図
る
も
の

で
、
そ
れ
な
り
に
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
施
設
入
所
措
置
権
限
の
移
譲
に
つ
い
て
も
、
こ
れ

ま
で
の
都
道
府
県
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
へ
の

入
所
措
置
権
限
を
一
般
市
町
村
へ
移
譲
す
る
（
指
定

都
市
に
つ
い
て
は
、
大
都
市
の
特
例
に
よ
り
移
譲
済

み
）
こ
と
で
、
住
民
に
最
も
身
近
な
基
礎
自
治
体
に

お
い
て
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
と
施
設
サ
ー
ビ
ス
が
一
元

的
に
提
供
で
き
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
評

価
で
き
る
が
、
反
面
、
一
般
市
町
村
も
住
民
か
ら
施

設
入
所
ニ
ー
ズ
の
充
足
を
直
接
求
め
ら
れ
る
こ
と
と

な
り
、
限
ら
れ
た
財
源
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
悩
む
と
い
っ

た
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
老
人
保
健
福
祉
計
画
の
策
定
義
務
化
に
つ

い
て
は
、
急
速
な
人
口
の
高
齢
化
に
対
応
で
き
る
よ

う
、
自
治
体
に
対
し
て
高
齢
者
保
健
福
祉
行
政
の
計

画
的
な
推
進
を
求
め
る
も
の
で
、
全
国
の
ど
の
自
治

体
で
も
こ
れ
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
は
意
義
の
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
政
令
指
定
都
市
で
あ
る
本

市
は
、
一
般
市
町
村
と
比
べ
か
な
り
の
権
限
を
移
譲

さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
も
総
合
計
画
を
策
定
し
、

こ
れ
に
基
づ
い
て
高
齢
者
保
健
福
祉
行
政
を
計
画
的

に
推
進
し
て
き
て
い
る
。
本
市
に
と
っ
て
は
、
積
極

的
な
意
義
は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
い
。

　
む
し
ろ
、
こ
の
計
画
策
定
が
住
民
の
ニ
ー
ズ
や
意

向
を
踏
ま
え
、
自
治
体
が
そ
の
地
域
の
特
色
に
応
じ

自
主
的
に
策
定
す
る
も
の
と
う
た
わ
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
実
質
的
に
は
自
治
体
の
自
主
性
を
あ

ま
り
発
揮
す
る
余
地
が
な
い
と
こ
ろ
こ
そ
が
問
題
と

い
え
る
。

　
ま
ず
、
計
画
策
定
義
務
を
定
め
て
い
る
老
人
保
健

法
・
老
人
福
祉
法
で
は
、
各
自
治
体
は
老
人
保
健
・

福
祉
の
確
保
す
べ
き
事
業
の
量
を
定
め
る
べ
き
も
の

と
し
、
そ
の
際
の
事
業
の
標
準
的
水
準
に
つ
い
て
は

厚
生
大
臣
が
示
す
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
定
め
に

基
づ
き
、
国
は
計
画
策
定
指
針
を
都
道
府
県
に
示
し
、

こ
れ
を
踏
ま
え
て
都
道
府
県
が
市
町
村
に
作
成
指
針

を
示
す
と
い
っ
た
三
層
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

　
国
の
策
定
指
針
に
よ
る
と
、
国
が
策
定
し
た
高
齢

者
保
健
福
祉
推
進
十
か
年
戦
略
（
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
）

に
掲
げ
る
保
健
福
祉
の
種
々
の
事
業
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
自
治
体
に
お
い
て
確
保
す
べ
き
目
標
量
を

盛
り
込
む
こ
と
が
計
画
の
主
な
内
容
と
な
っ
て
お
り
、

自
治
体
が
そ
の
目
標
量
を
定
め
る
際
の
裁
量
範
囲
や

積
算
方
式
も
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
む
ろ
ん
、
自
治
体
の
独
自
施
策
も
計
画
に
盛
り
込

む
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
国
が
制
度
化
し
て

い
る
事
業
と
は
別
に
自
治
体
が
独
自
の
事
業
を
実
施

す
る
場
合
は
、
国
の
補
助
は
得
ら
れ
な
い
。
す
べ
て

の
自
治
体
の
限
ら
れ
た
独
自
財
源
の
な
か
で
や
り
く

り
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
た
め
、
独
自
の
事
業

を
打
ち
出
す
余
地
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

国
が
盛
り
込
む
べ
き
と
指
定
し
た
事
業
の
目
標
量
の

確
保
だ
け
で
も
、
今
日
の
自
治
体
の
財
政
能
力
か
ら

す
る
と
危
ぶ
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
結
局
、
自
治
体
に
対
す
る
特
別
な
財
源
措
置
の
伴

わ
な
い
こ
の
計
画
の
策
定
義
務
化
は
、
国
の
ゴ
ー
ル

ド
プ
ラ
ン
の
地
方
版
の
作
成
を
自
治
体
に
下
請
け
さ

せ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
指
摘
も
あ

な
が
ち
否
定
し
き
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
計
画
策
定
は
、
市
町
村
計
画
と
そ
れ

を
積
み
上
げ
た
都
道
府
県
計
画
と
の
二
段
構
成
か
ら

な
っ
て
い
る
。
大
都
市
特
例
は
適
用
さ
れ
な
い
の
で
、

１
―
社
会
福
祉
改
革
に
つ
い
て

２
―
福
祉
施
設
の
整
備
と
運
営
に
つ
い
て

３
―
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

４
―
お
わ
り
に
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指
定
都
市
で
あ
る
本
市
も
一
般
市
町
村
と
同
じ
扱
い

と
な
り
本
市
の
計
画
策
定
は
、
県
計
画
策
定
の
一
過

程
と
し
て
県
の
指
導
調
整
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
本
市
の
福
祉
施
策
は
、
国
の
画
一
的
な
規
制
が
あ

る
た
め
県
の
施
策
と
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
は
異
な
る

も
の
で
は
な
い
が
、
大
都
市
特
例
に
よ
り
県
と
ほ
ぼ

同
等
の
権
限
が
移
譲
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
施

原
の
細
部
に
お
い
て
は
独
自
性
を
も
ち
県
と
は
異
な

る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
今
回
の
計
画
策
定

に
お
い
て
は
県
の
計
画
作
成
指
針
と
の
整
合
が
求
め

ら
れ
、
施
策
の
差
異
の
調
整
に
県
市
双
方
多
く
の
時

間
を
費
や
し
た
。

　
福
祉
分
野
に
お
い
て
は
、
マ
ン
パ
ワ
ー
対
策
な
ど

を
除
き
、
指
定
都
市
で
あ
る
本
市
と
県
と
で
は
、
こ

れ
ま
で
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
計
画
策
定
や
施
策
の
推
進

を
図
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
老
人
保
健
福
祉
計

画
策
定
に
お
け
る
二
重
行
政
は
弊
害
と
し
か
い
い
よ

う
が
な
い
。
今
後
の
計
画
推
進
の
進
行
管
理
や
計
画

の
見
直
し
を
考
え
る
と
、
一
日
も
早
い
こ
の
問
題
の

解
消
が
望
ま
れ
る
。

福
祉
施
設
の
整
備
と
運
営
に
つ
い
て

　
福
祉
施
設
の
整
備
・
運
営
は
、
多
額
の
経
費
を
必

要
と
す
る
た
め
、
自
治
体
が
こ
れ
を
進
め
る
に
は
国

庫
補
助
制
度
の
適
用
な
く
し
て
は
基
本
的
に
は
成
り

立
だ
な
い
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
市
に
お
い
て
は
、
市
民
の
暮
ら
し
の
変
化
に
対

応
し
、
こ
れ
か
ら
も
高
齢
者
や
障
害
者
の
た
め
の
施

設
の
整
備
を
促
進
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、

そ
の
た
め
に
は
、
整
備
の
都
度
、
国
に
認
め
て
も
ら

い
国
の
補
助
を
得
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
国
の
補
助
を
得
る
か
ら
に
は
、
国
の
施
設
整
備
や

運
営
の
基
準
に
よ
る
規
制
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

自
治
体
が
こ
の
基
準
と
は
異
な
る
独
自
の
施
設
を
作

ろ
う
と
す
れ
ば
、
国
庫
補
助
は
得
ら
れ
ず
限
ら
れ
た

自
治
体
の
独
自
財
源
の
中
で
や
り
く
り
す
る
し
か
方

法
が
な
い
。

　
本
市
と
し
て
も
国
の
制
度
と
は
若
干
異
な
る
福
祉

施
設
の
整
備
も
行
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
高
齢
化

対
策
と
し
て
の
在
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
の
整

備
で
あ
る
。
こ
の
施
設
は
、
①
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
　
②

身
近
な
相
談
窓
口
　
③
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
・
交

流
の
三
つ
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

に
つ
い
て
は
国
が
制
度
化
し
て
い
る
の
で
国
か
ら
の

補
助
を
受
け
、
あ
と
の
二
つ
の
機
能
に
つ
い
て
は
本

市
の
独
自
財
源
の
み
で
運
営
し
て
い
る
。
「
ゆ
め
は

ま
2
0
1
0
プ
ラ
ン
」
の
中
で
は
、
こ
の
セ
ン
タ
ー

に
さ
ら
に
巡
回
相
談
な
ど
の
新
た
な
機
能
を
付
加
し

て
名
称
を
地
域
ケ
ア
プ
ラ
ザ
と
改
め
、
整
備
を
促
進

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
本
市
が
こ
の
セ
ン
タ
ー
を
創
設
し
た
の
は
平
成
元

年
で
あ
る
が
、
そ
の
翌
年
国
は
ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
を

策
定
し
、
そ
の
目
玉
施
設
の
一
つ
と
し
て
身
近
な
相

談
窓
口
機
能
と
し
て
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
を
創

設
し
た
。
本
市
の
セ
ン
タ
ー
と
の
主
な
違
い
は
、
本

市
は
相
談
窓
口
を
夜
九
時
ま
で
開
い
て
い
る
の
に
対

し
、
国
は
二
十
四
時
間
開
い
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ

し
て
国
の
セ
ン
タ
ー
整
備
目
標
は
平
成
十
一
年
ま
で

に
全
国
の
中
学
校
区
に
一
か
所
と
し
て
い
る
。

　
国
制
度
の
在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
全
国
の
運

営
状
況
調
査
結
果
に
よ
る
と
、
深
夜
に
お
け
る
相
談

は
三
か
月
に
一
回
程
度
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
本
市

の
よ
う
な
大
都
市
で
は
、
人
口
密
度
が
高
い
た
め
地

域
エ
リ
ア
が
狭
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か

ら
、
本
市
で
は
二
十
四
時
間
の
相
談
窓
口
は
行
政
区

一
特
集
・
大
都
市
と
地
方
分
権
③
地
方
分
権
と
大
都
市
制
度
の
問
題
点

に
一
か
所
程
度
整
備
す
れ
ば
十
分
対
応
で
き
る
も
の

と
判
断
し
、
「
ゆ
め
は
ま
2
0
1
0
プ
ラ
ン
」
に
お

い
て
は
各
区
単
位
に
整
備
す
る
地
域
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

に
二
十
四
時
間
相
談
窓
口
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

　
本
市
の
在
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
は
平
成
五

年
ま
で
に
す
で
に
十
三
か
所
を
整
備
し
、
今
後
地
域

ケ
ア
プ
ラ
ザ
ヘ
転
換
し
、
地
域
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
と
併

せ
て
整
備
を
促
進
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
国
は

ゴ
ー
ル
ド
プ
ラ
ン
の
目
標
達
成
の
た
め
、
国
制
度
の

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
を
早
期
に
行
う
よ

う
本
市
に
要
請
し
て
き
て
い
る
。

　
国
は
、
本
市
の
よ
う
な
大
都
市
型
の
セ
ン
タ
ー
の

整
備
に
つ
い
て
も
、
新
た
に
認
め
て
補
助
す
る
方
向

を
出
し
て
き
て
い
る
が
、
こ
れ
か
ら
の
福
祉
施
設
の

整
備
は
全
国
一
律
の
も
の
と
し
て
整
備
し
て
い
く
の

で
は
な
く
地
域
の
ニ
ー
ズ
や
特
色
を
踏
ま
え
、
自
治

体
の
創
意
や
工
夫
、
選
択
に
基
づ
い
た
整
備
も
考
慮

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
自
治
体
に
対
し
施

設
整
備
・
運
営
の
権
限
の
十
分
な
移
譲
と
税
財
源
の

配
分
を
行
う
な
ど
方
向
性
の
転
換
が
望
ま
れ
る
。

　
ま
た
、
国
の
補
助
制
度
自
体
に
も
問
題
が
あ
る
。

国
庫
補
助
制
度
で
は
、
お
お
む
ね
福
祉
施
設
の
建
設

費
の
二
分
の
一
を
補
助
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、

定
員
一
人
当
た
り
の
基
準
面
積
や
基
準
単
価
が
大
都

市
の
実
情
か
ら
す
る
と
か
な
り
低
く
設
定
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
た
め
本
市
が
社
会
福
祉
法
人
に
助
成
し
て

新
た
に
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
整
備
す
る
場
合
、

国
か
ら
の
補
助
は
実
際
に
要
す
る
事
業
費
の
五
分
の

一
程
度
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
分
本
市
の
財
政
負
担
が

重
く
な
っ
て
い
る
。

　
施
設
の
運
営
費
に
つ
い
て
も
、
国
の
措
置
費
制
度

に
よ
り
事
務
費
、
事
業
費
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
措

置
費
に
お
け
る
国
の
負
担
割
合
は
、
か
っ
て
は
十
分
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の
八
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
二
分
の
一
に
引
き
下
げ

ら
れ
て
以
来
据
え
置
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
措
置
費

基
準
を
本
市
の
実
情
に
合
わ
な
い
た
め
、
本
市
は
民

間
施
設
に
対
し
て
措
置
費
以
外
に
事
務
費
、
事
業
費

の
加
算
等
の
助
成
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
も
、
国
庫
補
助
制
度
の
改
善
、
整
理
、
方

向
転
換
が
望
ま
れ
る
。

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

　
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
理
念
の
広
が
り
に
よ
り
、

障
害
者
や
高
齢
者
な
ど
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る

ま
ち
づ
く
り
に
対
す
る
市
民
の
関
心
は
、
高
ま
り
を

み
せ
つ
つ
あ
る
。

　
本
市
で
は
、
昭
和
五
十
二
年
に
福
祉
の
都
市
環
境

づ
く
り
推
進
指
針
を
策
定
し
て
、
建
物
や
道
路
、
公

園
等
が
誰
に
も
利
用
し
や
す
い
施
設
と
な
る
よ
う
努

め
て
き
た
。
指
定
地
区
に
お
い
て
は
、
障
害
者
団
体

や
町
内
会
関
係
機
関
、
企
業
等
の
参
加
を
得
て
「
福

祉
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
」
を
設
け
、
現
地
調

査
の
う
え
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
基
本
整
備
計
画
を
作

成
し
、
民
間
施
設
を
含
め
整
備
を
要
請
し
た
。
こ
れ

に
対
し
施
設
管
理
者
も
理
解
を
示
し
た
が
、
施
設
改

善
に
多
額
の
経
費
が
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
ま
た

本
市
に
指
導
権
限
が
な
い
こ
と
か
ら
一
定
程
度
の
改

善
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　
平
成
二
年
に
は
、
鉄
道
駅
舎
等
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

等
の
設
置
促
進
を
図
る
た
め
、
市
営
地
下
鉄
の
駅
舎

整
備
や
民
間
鉄
道
駅
舎
の
整
備
補
助
を
開
始
し
た
。

市
内
の
主
要
駅
に
お
け
る
整
備
に
つ
き
、
民
間
鉄
道

事
業
者
に
対
し
、
整
備
費
の
補
助
を
す
る
と
い
う
こ

と
で
要
請
を
繰
り
返
し
、
徐
々
に
整
備
も
進
ん
で
い

る
。
し
か
し
本
市
に
指
導
権
限
が
な
い
な
か
で
、
な

か
な
か
話
が
進
ま
な
い
場
合
も
あ
り
、
整
備
促
進
に

は
多
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
時
間
を
要
し
て
い
る
。
ま

た
、
本
市
の
平
成
六
年
度
予
算
に
お
け
る
市
営
・
民

営
の
鉄
道
駅
舎
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
等
整
備
事
業
費
は

約
十
億
円
に
達
し
、
本
市
の
財
政
負
担
も
か
な
り
重

く
な
っ
て
い
る
。

　
国
も
後
追
い
で
は
あ
る
が
、
平
成
五
年
度
に
は
市

営
地
下
鉄
の
駅
舎
整
備
に
お
い
て
市
債
の
充
当
を
認

め
、
六
年
度
に
は
民
間
鉄
道
駅
舎
の
整
備
に
対
し
て

補
助
を
開
始
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
し
か
し

補
助
率
は
本
市
よ
り
も
低
く
な
る
見
込
み
で
、
実
情

に
見
合
っ
た
も
の
と
な
る
か
危
惧
さ
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
ま
た
、
建
築
物
の
整
備
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
促

進
す
る
法
案
を
国
会
に
提
出
し
て
い
る
。
法
案
で
は
、

都
道
府
県
知
事
と
指
定
都
市
の
長
が
建
築
主
に
対
し

指
導
助
言
が
で
き
る
と
し
て
い
る
が
、
整
備
対
象
建

築
物
の
範
囲
は
、
本
市
の
推
進
指
針
よ
り
狭
く
、
整

備
の
判
断
基
準
も
建
設
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
し
て

い
る
。

　
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
は
ソ
フ
ト
面
も
大
切
で
あ
る
。

本
市
で
は
、
高
齢
者
等
誰
も
が
住
み
慣
れ
た
地
域
や

家
庭
で
い
き
い
き
と
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
福
祉
、
保
健
、
医
療
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
総
合
的

に
提
供
す
る
た
め
、
関
係
機
関
が
連
携
し
、
民
間
団

体
や
地
域
住
民
の
協
力
を
得
て
、
地
域
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
の
整
備
を
全
区
で
進
め
て
い
る
。

　
そ
の
拠
点
と
な
る
施
設
と
し
て
地
域
ケ
ア
プ
ラ
ザ

を
平
成
二
十
二
年
ま
で
に
は
中
学
校
区
程
度
に
一
か

所
整
備
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
地
域
ケ
ア
プ
ラ
ザ

を
拠
点
と
し
て
公
的
福
祉
活
動
と
市
民
参
加
に
よ
る

福
祉
活
動
と
の
連
携
を
強
め
、
福
祉
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
形
成
を
目
指
す
も
の
と
い
え
る
。

　
市
民
の
自
主
的
、
主
体
的
な
参
加
に
よ
る
福
祉
活

動
は
各
地
域
で
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
市
民
の
参
加

は
、
助
け
合
い
活
動
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
提
供
活
動
へ

の
参
加
に
と
ど
ま
ら
ず
、
福
祉
政
策
決
定
や
計
画
策

定
へ
の
参
加
を
求
め
る
動
き
が
み
ら
れ
る
。
福
祉
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
て
い
く
う
え
で
は
、
こ
の
市

民
参
加
は
大
き
な
要
素
と
な
る
。

　
し
か
し
、
市
民
の
主
体
的
参
加
に
基
づ
く
福
祉
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
も
、
自
治
体
の
福
祉
行
政
運
営

に
お
け
る
自
立
性
、
自
主
性
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
状

況
の
も
と
で
は
、
市
民
の
参
加
意
欲
も
減
退
し
て
行

き
詰
ま
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
も
地
方
へ
の
権
限

移
譲
と
税
財
源
の
配
分
の
必
要
性
が
確
認
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
本
市
の
よ
う
な
大
都
市
に
お
い
て
は
、

内
部
の
分
権
化
と
し
て
、
市
民
に
身
近
な
区
の
権
限

と
機
能
を
拡
大
す
る
こ
と
も
大
き
な
課
題
と
な
る
こ

と
は
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
福
祉
施
策
の
推
進
を
阻
害
す
る
地
方
分
権
と
大
都

市
制
度
の
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
れ

ら
問
題
点
の
解
決
に
向
け
て
の
課
題
は
、
基
本
的
に

は
次
の
二
つ
と
な
る
。

①
計
画
や
施
策
の
立
案
、
推
進
に
お
け
る
自
立
性
、

自
主
性
の
確
立

　
今
日
の
福
祉
は
、
全
国
一
律
の
ミ
ニ
マ
ム
基
準
を

超
え
た
、
本
市
な
り
の
個
性
的
で
特
色
あ
る
福
祉
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
国
に
よ
る
画

一
的
な
規
制
や
指
導
を
大
幅
に
緩
和
し
て
、
都
市
の

力
量
に
応
じ
そ
の
自
由
度
が
拡
充
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。

②
独
立
財
源
の
確
保
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福
祉
施
策
等
の
立
案
、
推
進
に
お
い
て
、
本
市
の

自
立
性
、
自
主
性
を
確
立
し
て
い
く
に
は
、
そ
の
財

政
需
要
を
ま
か
な
う
だ
け
の
必
要
な
独
立
財
源
の
確

保
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
に
は
、
国
の
地
方
と
の
税
源
配
分
の
見

直
し
や
、
都
市
の
力
量
に
応
じ
た
課
税
自
主
権
の
拡

充
、
国
庫
補
助
制
度
の
整
理
合
理
化
等
が
行
わ
れ
、

大
都
市
の
税
財
政
面
で
の
自
由
度
の
拡
大
が
さ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

一
特
集
・
大
都
市
と
地
方
分
権
③
地
方
分
権
と
大
都
市
制
度
の
問
題
点

　
こ
の
他
に
も
、
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
権
限
の
拡
充

や
県
と
の
二
重
行
政
の
解
消
、
区
の
権
限
と
機
能
の

拡
充
等
が
福
祉
施
策
推
進
に
む
け
て
の
課
題
と
な
る
。
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