
★
介
護
保
険
の
施
行
に
向
け
て

　
「
介
護
の
社
会
化
」を
ひ
と
つ
の
大
き
な
理
念
と
し

て
、
平
成
十
二
年
四
月
か
ら
、
市
町
村
が
保
険
者
と

な
り
介
護
保
険
が
施
行
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
移

行
段
階
と
し
て
本
年
十
月
か
ら
は
、
各
市
町
村
に
お

い
て
介
護
認
定
作
業
が
開
始
さ
れ
る
。

　

従
来
の
介
護
を
含
む
福
祉
行
政
が
「
措
置
」
制
度

に
よ
っ
て
住
民
に
「
与
え
ら
れ
る
」
も
の
で
あ
っ
た

の
に
対
し
、
介
護
保
険
制
度
の
も
と
で
は
四
十
歳
以

上
す
べ
て
の
住
民
が
保
険
料
を
支
払
い
、
介
護
は
社

会
的
な
「
権
利
」
と
な
る
。

　

だ
が
、
そ
の
施
行
を
目
前
に
控
え
た
現
在
で
も
、

住
民
側
に
十
分
な
理
解
が
あ
る
と
は
い
え
ず
、
市
町

村
で
も
昨
年
暮
れ
時
点
で
県
内
の
半
数
近
い
町
村
が

体
制
整
備
に
不
安
を
抱
い
て
い
る
な
ど
、
対
応
の
遅

れ
が
目
立
っ
て
い
る
。

　

そ
の
原
因
の
ひ
と
つ
に
、
厚
生
省
か
ら
今
も
っ
て

十
分
な
情
報
が
示
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
、
一
部
で

は
施
行
時
期
延
期
の
声
ま
で
上
が
っ
て
い
る
。

　

だ
が
、
こ
う
し
て
い
る
間
に
も
、
高
齢
化
は
日
一

日
と
進
展
し
て
い
る
。

★
要
介
護
認
定
へ
の
取
り
組
み

　

介
護
保
険
で
は
、六
十
五
歳
以
上
の
人
は
要
支
援
・

要
介
護
と
認
定
さ
れ
れ
ば
そ
の
原
因
に
か
か
わ
ら
ず

介
護
保
険
の
給
付
を
受
け
ら
れ
、
四
十
歳
以
上
、
六

十
五
歳
未
満
で
あ
れ
ば
老
化
に
と
も
な
う
病
気
（
特

定
疾
病
）の
場
合
給
付
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

要
介
護
は
、
そ
の
状
態
像
に
よ
っ
て
さ
ら
に
五
段
階

に
区
分
さ
れ
、
段
階
ご
と
に
保
険
給
付
額
の
上
限
が

決
定
さ
れ
る
。

　

医
療
保
険
と
は
違
い
、
六
十
五
歳
以
上
で
あ
っ
て

も
要
支
援
・
要
介
護
と
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
保
険
料

を
納
め
て
も
、
何
の
給
付
も
受
け
ら
れ
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
要
介
護
認
定
に
あ
た
っ
て
は
、
住

民
が
客
観
的
に
納
得
で
き
る
よ
う
な
公
平
・
公
正
な

認
定
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
は
広
域
で
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
が
多
く
、

近
隣
市
町
村
で
要
介
護
度
判
定
に
差
異
が
生
じ
る
こ

と
も
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

　

認
定
委
員
会
の
委
員
は
各
市
町
村
で
任
命
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
の
条
件
と
し
て
、
保
健
・
福
祉
・
医

療
の
学
識
経
験
者
お
お
む
ね
五
名
程
度
と
定
め
ら
れ

て
い
る
が
、
公
平
を
期
す
た
め
町
の
保
健
婦
は
加
わ

れ
ず
、町
に
病
院
が
ひ
と
つ
し
か
な
い
場
合
で
も「
か

か
り
つ
け
医
」
は
自
分
が
診
断
書
を
書
い
た
高
齢
者

の
認
定
に
は
参
加
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
特
に
小
さ
な
町
村
に
と
っ
て
、
委
員

の
選
定
は
単
独
で
は
困
難
な
場
合
が
多
く
、
公
平
な

判
定
を
行
う
た
め
に
も
広
域
で
の
対
応
は
不
可
欠
で

あ
ろ
う
。
平
成
十
年
七
月
時
点
で
、
要
介
護
認
定
事

務
の
共
同
化
に
つ
い
て
全
国
で
二
百
六
十
七
地
域
、

千
百
七
十
四
の
市
町
村
が
検
討
中
（
う
ち
合
意
済
み

地
域
百
六
）
で
あ
る
。

　

本
県
で
は
介
護
認
定
の
広
域
で
の
取
り
組
み
は
立

ち
遅
れ
て
い
る
が
、庄
内
六
町
村（
藤
島
町
・
温
海
町
・

羽
黒
町
・
櫛
引
町
・
三
川
町
・
朝
日
村
）
と
西
村
山

一
市
四
町
（
寒
河
江
市
・
河
北
町
・
西
川
町
・
朝
日

町
・
大
江
町
）
で
す
で
に
広
域
対
応
へ
の
具
体
的
検

討
に
入
っ
て
い
る
。
最
上
郡
の
町
村
で
も
積
極
的
な

動
き
が
目
立
っ
て
き
て
お
り
、
注
目
し
た
い
。

　

介
護
認
定
に
お
け
る
客
観
性
・
公
平
性
は
、
介
護

保
険
制
度
が
成
り
立
つ
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
り
、

市
町
村
ご
と
の
独
自
性
や
知
恵
は
、
要
介
護
者
を
発

生
さ
せ
な
い
た
め
の
ケ
ア
や
、
サ
ー
ビ
ス
供
給
体
制

の
整
備
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

★
介
護
保
険
と
市
町
村
財
政

　

介
護
保
険
の
導
入
に
よ
り
、
福
祉
行
政
に
お
け
る

市
町
村
の
金
の
流
れ
が
変
わ
っ
て
く
る
。

　

従
来
の
「
措
置
」
制
度
の
も
と
で
は
、
町
の
高
齢

者
や
要
介
護
者
が
増
え
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
市
町

村
の
支
出
も
増
加
し
て
い
た
。
し
か
し
、
介
護
保
険

制
度
の
も
と
で
は
要
支
援
・
要
介
護
高
齢
者
率
が
増

え
る
と
町
へ
の
収
入
は
全
体
的
に
増
加
す
る
傾
向
に

な
る
。

　

介
護
保
険
で
は
、
一
割
の
自
己
負
担
を
除
く
残
り

九
割
の
案
分
割
合
に
つ
い
て
、〈
図
１
〉
の
よ
う
に
半

分
を
保
険
料
に
よ
っ
て
賄
い
、
半
分
を
公
費
で
負
担

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
保
険
料
負
担
の
う
ち
、

六
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
分
が
一
七
％
、
四
十
歳
か

ら
六
十
五
歳
未
満
の
若
年
層
が
三
三
％
と
定
め
ら
れ

て
お
り
、
お
よ
そ
の
割
合
は
一
対
二
の
比
率
に
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
介
護
保
険
が
施
行
さ
れ
る
平
成
十

二
年
の
推
定
全
国
人
口
（
六
十
五
歳
以
上
二
千
二
百

万
人
、
四
十
〜
六
十
四
歳
四
千
三
百
万
人
、
約
一
対

二
）の
割
合
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
だ
が
実
際
に
は
、
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各
市
町
村
に
よ
っ
て
そ
の
比
率
は
ま
ち
ま
ち
で
あ

り
、
山
形
県
内
全
体
で
も
人
口
比
は
高
齢
者
（
平
成

十
年
十
月
現
在
、
二
十
七
万
二
千
七
百
人
）
を
一
と

す
る
と
若
年
者
（
同
、
四
十
二
万
六
千
九
百
人
）
は

約
一
・
五
七
と
、
圧
倒
的
に
高
齢
者
の
割
合
が
高
く
、

郡
部
ほ
ど
一
般
に
そ
の
比
率
は
高
ま
る
。

　

介
護
保
険
の
場
合
、
若
年
層
の
保
険
料
は
全
国
一

律
の
割
合
で
課
せ
ら
れ
プ
ー
ル
さ
れ
て
、
若
年
者
の

少
な
い
市
町
村
へ
は
若
年
者
の
多
い
市
町
村
か
ら
徴

収
し
た
保
険
料
で
補
充
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
高
齢
者
や
要
支
援
・
要
介
護
者
の
割
合
が

高
く
、
な
お
か
つ
サ
ー
ビ
ス
供
給
体
制
な
ど
の
受
け

皿
が
整
っ
て
い
る
市
町
村
に
は
、
自
治
体
内
で
徴
収

し
た
保
険
料
よ
り
も
多
く
の
金
が
流
れ
込
む
こ
と
に

な
る
。

　

ま
た
、
老
人
保
険
医
療
な
ど
の
分
野
で
も
、
介
護

保
険
へ
の
移
行
に
よ
り
、
市
町
村
の
負
担
が
一
般
に

は
軽
減
さ
れ
る
と
試
算
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に

よ
っ
て
浮
い
た
金
は
、
介
護
保
険
の
対
象
と
な
ら
な

い
一
般
福
祉
分
野
に
振
り
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。

★
福
祉
に
よ
る
地
域
興
し

　

介
護
保
険
施
行
後
、
要
介
護
と
認
定
さ
れ
て
も
、

住
民
は
サ
ー
ビ
ス
を
喜
ん
で
受
け
入
れ
て
く
れ
る
だ

ろ
う
か
。
行
政
サ
イ
ド
で
は
、
各
自
の
町
の
実
情
や

ニ
ー
ズ
に
対
し
て
必
要
十
分
な
サ
ー
ビ
ス
供
給
体
制

を
整
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
の
問
題
解
決
は
、
市
町
村
と
住
民
が
一
体

と
な
っ
て
、
自
分
の
町
の
将
来
像
を
想
い
描
き
、
福

祉
の
あ
る
べ
き
姿
を
議
論
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る

と
考
え
る
。

　

県
内
市
町
村
の
高
齢
化
率
の
高
さ
は
、
一
般
に
言

わ
れ
る
少
子
化
・
長
寿
化
に
よ
る
ほ
か
、
特
に
昭
和

四
十
〜
五
十
年
代
に
多
く
の
若
者
が
職
を
求
め
て
首

都
圏
を
は
じ
め
と
す
る
県
外
に
流
出
し
た
要
因
が
大

き
い
。
そ
し
て
今
、
県
内
で
高
齢
者
と
な
り
介
護
を

必
要
と
し
て
い
る
の
は
、
彼
ら
の
父
や
母
で
あ
る
。

　

行
政
の
側
で
も
、
福
祉
は
経
済
発
展
の
「
お
荷
物
」

と
し
て
扱
っ
て
き
た
側
面
を
否
定
で
き
な
い
。だ
が
、

市
町
村
の
将
来
的
な
過
疎
化
が
懸
念
さ
れ
て
い
る

今
、県
外
に
流
出
し
た
人
々
を
、福
祉
の
充
実
に
よ
っ

て
、
も
う
一
度
県
内
に
呼
び
戻
す
こ
と
を
考
え
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
か
。
福
祉
に
力
を
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
地
元
の
経
済
を
潤
す
と

と
も
に
、職
場
の
安
定
的
な
確
保
が
可
能
に
も
な
る
。

現
に
、
最
上
町
な
ど
で
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
福
祉

施
策
に
取
り
組
み
、
大
き
な
成
果
を
あ
げ
て
い
る
。

★
心
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
へ

　

長
い
間
、
介
護
は
家
庭
内
の
「
個
人
的
」
な
問
題

と
し
て
処
理
さ
れ
て
き
た
。
山
形
県
を
特
徴
づ
け
る

い
く
つ
か
の
指
標

―
世
帯
人
員
の
多
さ
全
国
第
一

位
、
高
齢
者
と
の
同
居
率
同
一
位
、
共
働
き
世
帯
同

一
位

―
な
ど
も
、
そ
の
裏
に
過
酷
な
家
庭
内
介
護

の
現
実
を
秘
め
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
難
し
く
な

い
。

　

家
族
内
の
介
護
者
の
世
話
を
他
人
に
任
せ
る
な
ど

家
族
の
恥
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
に
家
庭
の
奥
ま
で
入

り
込
ま
れ
る
の
は
嫌
、
ま
た
事
情
に
よ
っ
て
は
高
齢

者
の
年
金
は
家
族
の
重
要
な
収
入
源
と
も
な
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
住
民
の
心
の
バ
リ
ア
ー
を
排
除

し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
介
護
保
険
の
制
度
そ
の
も
の

が
立
ち
行
か
な
く
な
る
。
介
護
保
険
で
は
、
家
族
介

護
は
原
則
的
に
保
険
給
付
の
対
象
と
な
ら
ず
、
保
険

料
を
支
払
い
、
せ
っ
か
く
「
権
利
」
と
な
っ
た
介
護

制
度
を
十
分
に
利
用
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
介
護

保
険
は
そ
の
意
味
で
、
家
族
の
在
り
よ
う
を
問
い
直

す
こ
と
に
も
な
る
。

★
介
護
保
険
と
市
町
村
の
役
割

　

介
護
保
険
の
施
行
に
あ
た
り
、
市
町
村
で
は
サ
ー

ビ
ス
供
給
体
制
の
整
備
と
と
も
に
、
要
介
護
認
定
が

な
さ
れ
な
い
高
齢
者
へ
の
対
応
が
重
要
な
課
題
と
な

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
で
は
、
従
来
の
福
祉
行
政

の
中
で
は
曖
昧
に
さ
れ
て
き
た
、
介
護
と
福
祉
の
明

確
な
区
分
が
求
め
ら
れ
て
く
る
。
ま
た
、
介
護
サ
ー

ビ
ス
受
給
に
あ
た
り
、
利
用
者
一
割
負
担
は
、
低
所

得
者
に
と
っ
て
重
い
負
担
と
な
り
、
市
町
村
に
と
っ

て
独
自
の
工
夫
が
必
要
と
な
る
課
題
で
も
あ
る
。

　

問
題
が
山
積
し
て
い
る
介
護
保
険
で
あ
る
が
、
市

町
村
の
舵
取
り
如
何
に
よ
っ
て
は
、地
域
興
し
に
も
、

住
民
が
町
の
将
来
を
議
論
す
る
き
っ
か
け
と
も
な
る

制
度
で
あ
る
。
国
民
の
声
が
国
政
ま
で
届
か
な
い
も

ど
か
し
さ
を
感
じ
る
昨
今
、
市
町
村
が
住
民
に
も
っ

と
も
近
い
自
治
体
と
し
て
、
住
民
の
意
向
を
十
分
に

汲
み
入
れ
な
が
ら
、
介
護
保
険
制
度
を
成
功
に
導
い

て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

介
護
保
険
は
市
町
村
の
自
治
能
力
が
問
わ
れ
る
地

方
分
権
の
試
金
石
で
も
あ
る
。

（
荘
銀
総
合
研
究
所
主
任
研
究
員　

加
藤　

和
徳
）
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図１　介護保険の費用割合
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