
社
会
福
祉
の
制
度
と
運
営

社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
窓
口
と
措
置
決
定

私
た
ち
が
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
の
窓
口

は
､
福
祉
事
務
所
と
児
童
相
談
所
で
す

(注
1
)0

特
に
福
祉
事
務
所
は
､
高
齢
者
や
障
害
者
に
か
か
わ

る
サ
ー
ビ
ス
や
生
活
保
護
の
利
用
に
か
か
わ

っ
て
き

ま
し
た
｡
児
童
福
祉
施
設
に
ふ
-
ま
れ
る
助
産
施

設

･
母
子
生
活
支
援
施
設

･
保
育
所

へ
の
入
所
に
つ

い
て
も
､
福
祉
事
務
所
が
窓
口
と
な
り
､
そ
の
他
の

児
童
福
祉
施
設

へ
の
入
所
は
､
児
童
相
談
所
の
扱
い

と
さ
れ
て
い
ま
す
｡

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希
望
す
る
人
が
そ
の
申

し
込
み
を
す
る
と
､
児
童
相
談
所
や
福
祉
事
務
所
は
､

法
律
の
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
判
断

し
､
そ
の
提
供
､
不
提
供
を
決
定
し
ま
す
｡
そ
の
こ

と
を

｢措
置
決
定
｣
と
か

｢措
置
処
分
｣
と
い
っ
て

い
ま
す
｡
措
置
決
定
が
行
わ
れ
る
と
､
利
用
者
が
住

む
地
方
自
治
体
は
､
自
ら
の
事
務
と
し
て
社
会
福
祉

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
こ
の
こ

と
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
が
､
そ
の
地
方
自
治
体

以
外
の
者
に
委
託
さ
れ
た
場
合
で
も
変
わ
り
ま
せ
ん
｡

介
護
保
険
法
の
制
定
に
よ
る

｢措
置
｣
体
系
の
変
容

二
〇
〇
〇
年
四
月
か
ら

｢介
護
保
険
法
｣
が
実
施

さ
れ
た
こ
と
で
､
老
人
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
'

｢措
置
か
ら
契
約
｣

へ
の
転
換
が
顕
著
に
な

っ
て
い

ま
す
｡
こ
う
し
た
傾
向
は
'
｢社
会
福
祉
事
業
法
｣

等
の
改
正
で
､
他
の
福
祉
の
分
野
に
も
及
ん
で
-
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
｡
そ
こ
で
ま
ず
､
｢介
護
保

険
法
｣
な
ど
を
例
に
'
｢措
置
か
ら
契
約
｣

へ
の
転

換
に
つ
い
て
少
し
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
｡

神
奈
川
大
学
教
授

橋

本

宏

子
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注
-

福
祉
事
務
所
や
児
童
相
談
所
は
､
行
政
棟

関
で
あ
る
｡
こ
こ
で
い
う
行
政
機
関
は
､
相
談

･

判
定
等
の
技
術
的
サ
ー
ビ
ス
以
外
に
行
政
上
の
措

置
権
限
を
も
つ
｡
都
道
府
県
知
事
や
区
市
町
村
長

は
'
福
祉
の
措
置
を
行
う
が
､
こ
の
措
置
に
関
す

る
事
務
の
全
部
ま
た
は

一
部
を
､
福
祉
事
務
所
長

や
児
童
相
談
所
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡



社会福祉の制度と費用

Ⅲ
介
護
保
険
給
付
の
し
-
み

介
護
保
険
給
付
の
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
中
に

は
､
従
来
は

｢老
人
福
祉
法
｣
上
の
措
置
と
し
て
サ

ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て
き
た
も
の
が
少
な
-
あ
り
ま

せ
ん
｡
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
の
ぞ
い
て
､
ほ
と
ん
ど

の
サ
ー
ビ
ス
が

｢介
護
保
険
法
｣
上
の
給
付
の
対
象

に
な

っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
｡

｢介
護
保
険
法
｣
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
を
受
け

る
た
め
に
は
'
被
保
険
者
は
'
保
険
者
で
あ
る
市
町

村
に
申
請
を
し
､
｢要
支
援
｣
ま
た
は

｢要
介
護
｣

と
い
う
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
｢要

介
護
｣
の
認
定
が
な
さ
れ
る
と
'
｢要
介
護
度
｣
に

応
じ
て
保
険
給
付
額
が
決
ま
り
ま
す
｡
被
保
険
者

(利
用
者
)
は
､
保
険
給
付
額
を
勘
案
し
て
､
自
分

が
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
や
量
を
決
定
し
ま

す
｡
そ
の
結
果
､
た
と
え
ば
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
た
い
場
合
､
被
保
険
者

(利
用
者
)
は
､

直
接
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
業
者
と
連
絡
を
と
隼
､
｢契

約
｣
を
結
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
そ
し
て
サ
ー
ビ
ス

が
実
際
に
提
供
さ
れ
た
あ
と
で
､
介
護
保
険
か
ら
保

険
給
付
が
な
さ
れ
ま
す
｡

つ
ま
り
､
介
護
保
険
給
付

の
対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
い
て
は
'
福

祉
事
務
所
は
関
係
し
な
い
の
で
す
｡
措
置
体
系
と
契

約
体
系
で
は
､
下
の
図
の
よ
う
な
相
違
が
出
て
-
る

こ
と
に
な
り
ま
す
｡

似
措
置
の
法
的
性
格

措
置
の
体
系
だ
と
公
が
上
に
い
て
対
等
で
は
な
い
'

選
択
の
可
能
性
が
な
い
､
契
約
の
ほ
う
が
自
由
に
で

き
る
か
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
､
と
考
え
る
人
も
い

ま
す
｡
し
か
し
､
措
置
制
度
だ
か
ら
選
択
の
余
地
が

な
い
わ
け
で
も
､
本
人
の
意
思
に
反
し
て
入
所
さ
せ

ら
れ
る
わ
け
で
も
あ
-
ま
せ
ん
｡
措
置
制
度
の
も
と

で
は
'
施
設
数
が
少
な
-
､
利
用
希
望
者
が
多
い
と

い
う
場
合
に
は
､
優
先
順
位
の
高
い
人
か
ら
入
所
が

決
定
さ
れ
ま
す
｡
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
ケ
ー
ス
も

報
告
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
､
そ
う
し
た
実
情
も
､
福

祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
行
政
手
続
き
や
行
政
上
の

争
訟
制
度
を
整
え
､
市
民
の
意
識
を
変
え
て
い
-
こ

と
で
対
応
で
き
る
問
題
で
す
｡

確

か
に
､
行
政
当
局
は
､
｢
児
童
福

祉
法
｣
や

｢老
人
福
祉
法
｣
に
お
け
る
福
祉
の
措
置
は
'
｢利
用

者
に
権
利
を
付
与
し
た
も
の
で
は
な
い
｣
と
解
釈
し

て
き
ま
し
た
｡
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
､
｢措
置
は

老
人
の
福
祉
を
図
る
た
め
に
講
ぜ
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
｣
と
さ
れ
､
措
置
に
不
満
の
場
合
は
､
｢行
政
不

服
審
査
法
｣
や

｢行
政
事
件
訴
訟
法
｣
に
よ
る
権
利

救
済
も
予
定
さ
れ
て
き
ま
し
た
｡

㈲
保
育
所
方
式
を
ど
う
み
る
か

保
育
所
の
利
用
方
式
に
つ
い
て
は
'

一
九
九
七
年

｢
児
童
福
祉
法
｣
が
改
正
さ
れ
､
次
の
ペ
ー
ジ
の
図

支援費支給方式

⑥ 自己負担分 (応能負担)の支払

(資料)｢社会福祉の増進のための関係法律の整備等に関する法律案 (仮称)制定要綱 (諮問晋)｣(厚生省1999年 8月10日)より43



の
よ
う
に
変
更
さ
れ
ま
し
た
｡
措
置
制
度
は

｢利
用

者
が
選
択
で
き
る
し
-
み
で
は
な
い
｣
と
い
う
考
え

方
か
ら
す
る
と
'
利
用
者
の
選
択
を
う
た
う
こ
の
よ

う
な
変
更
は

｢措
置
か
ら
契
約
｣

へ
の
第

一
歩
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
し
か
し
保
育
所
の
場
合
は
､

介
護
保
険
制
度
の
よ
う
に

｢契
約
に
よ
る
直
接
入
所

制
度
｣
が
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
-
､
措
置

制
度
と
同
様
､
市
町
村
の
責
任
で
サ
ー
ビ
ス
が
提
供

さ
れ
る
と
い
う
し
-
み
は
維
持
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
｡

㈲

政
策
の
動
向

予
定
さ
れ
て
い
る

｢社
会
福
祉
事
業
法
｣
等
の
改

正
で
は
､
助
産
施
設
や
母
子
生
活
支
援
施
設
に
つ
い

て
も
､
保
育
所
方
式
の
採
用
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
｡

そ
の
他
､
障
害
者
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
､
支
援

費
の
支
給

(利
用
料
助
成
)
制
度
も
検
討
さ
れ
て
い

ま
す
｡
生
活
保
護
や
児
童
自
立
支
援
施
設
等
に
つ
い

て
は
､
措
置
制
度
の
存
続
が
予
測
さ
れ
ま
す
｡
今
後

の
政
策
の
流
れ
が
､
生
活
保
護
の
よ
う
に
措
置
体
系

に
置
か
れ
る
サ
ー
ビ
ス
と
､
そ
う
で
な
い
サ
ー
ビ
ス

へ
と
分
岐
す
る
方
向
に
す
す
ん
で
い
-
こ
と
は
間
違

い
な
さ
そ
う
で
す
｡

福
祉
の
利
用
と
ま
す
ま
す
難
し
-
な
る
権
利
救
済

Ⅲ

行
政
処
分
へ
の
不
服
申
し
立
て

日
本
の
法
的
救
済
は
､
行
政
処
分
に
対
す
る
不
服

申
し
立
て
と
行
政
処
分
の
取
り
消
し
を
求
め
る
行
攻

訴
訟
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
｡
で
す
か
ら
､

た
と
え
ば
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
申
請
し
た
の
に
'
認

め
ら
れ
な
か

っ
た
と
い
う
場
合
､
｢
不
措
置
決
定
処

分
の
取
り
消
し
｣
を
求
め
て
､
行
政
争
訟
に
よ
り
権

利
の
救
済
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
た
と
え
ば

介
護
保
険
制
度
の
も
と
で
も
､
給
付
や
保
険
料
に
関

す
る
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
､
介
護
保
険
審
査

会
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
し
か
し

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
自
体
に
か
か
わ
る
問
題
に
は
､
こ

れ
ら
の
制
度
が
関
係
す
る
こ
と
は
な
-
な
り
ま
す
｡

㈲
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
中
に
事
故
が
お
こ
っ
た
場
合

た
と
え
ば
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
が
誤

っ
て
､
利
用
者

を
骨
折
さ
せ
た
と
い
っ
た
場
合
､
措
置
制
度
の
も
と

で
は
､
措
置
権
者
で
あ
る
市
町
村
の
責
任
を
追
及
し

て
い
-
余
地
が
あ
り
ま
す
｡
措
置
決
定
が
な
さ
れ
れ

ば
､
そ
の
地
方
自
治
体
は
､
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
を
民

間
に
委
託
し
て
い
て
も
､
自
ら
の
事
務
と
し
て
社
会

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
す

(注
2
)｡
し
か
し
た
と
え
ば
介
護
保
険
制

度
の
も
と
で
は
､
国
は
介
護
費
用
の

一
部
を
保
障
す

る
だ
け
で
､
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
自
体
は
､
被
保
険
者

(利
用
者
)
と
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
者
と
の
契
約
に

よ

っ
て
決
ま
る
の
で
､
事
故
を
お
こ
し
た
ホ
ー
ム
へ

保育所方式
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注

-

｢国
家
賠
償
法
｣
第

一
条

一
項
は
､
｢国
文

は
公
共
団
体
の
公
権
力
の
行
使
に
当
た
る
公
務
員

が
､
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
い
て
､
故
意
又
は
過

失
に
よ

っ
て
違
法
に
他
人
に
損
害
を
加
え
た
と
き

は
､
国
文
は
公
共
団
体
が
､
こ
れ
を
賠
償
す
る
責

に
任
ず

る
｣
と
規
定
し
て
い
る
｡
｢国
家
賠
償

法
｣
に
お
い
て
公
務
員
と
は
､
｢
公
務
員
法
上
の

公
務
員
に
限
ら
ず
､
広
-
公
権
力
の
行
使
を
委
託

さ
れ
た
者
を
い
う
｣

と
す
る
の
が
通
説
と
さ
れ
て

い
る
｡
し
た
が

っ
て

｢
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
を
市
町

村
か
ら
委
託
さ
れ
た
民
間
事
業
所
に
所
属
す
る
ヘ

ル
パ
ー
｣
は
､
国
家
賠
償
法
上
の
公
務
員
と
解
さ

れ
る
余
地
が
あ
る
｡

注
-

こ
の
点
に
関
連
す
る
こ
と
と
し
て
､
以
下

の
よ
う
な
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
｡
参
考
ま
で
に

指
摘
し
て
お
き
た
い
｡



ル
パ
I
や
雇
用
者

で
あ

る
サ
ー
ビ

ス
提
供
事
業
者

の

責
任
が
追
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
､
保
険
者

で

あ
る
市
町
村

の
責
任
を
追
及
す

る
こ
と
は
難
し

い
よ

う

で
す
｡

刷
行
政

の
監
督

が
十
分
に
行
わ
れ

て

い
な

い
場
合

そ
れ

で
は
'
施
設
サ
ー
ビ

ス
や
在
宅
サ
ー
ビ

ス
が
､

予
定
ど
お
り
に
提
供
さ
れ

て

い
な

い

(た
と
え
ば
'

施
設
で
適
切
.な
食
事
が
提
供
さ
れ
て
い
な

い
､
ホ
ー
ム

ヘ
ル
パ
ー
が
怠
け
て
家
事
を
し
て
い
な

い
)
に
も

か
か

わ
ら
ず
､
当
局

の
監
督

が
十
分
に
行
わ
れ
て

い
な

い

と

し

た

ら

､

ど
う
な
る

の
で
し

ょ
う

か
｡
利
用
者

は
､

法

に
規
定
さ
れ
た
行
政

の
監
督

の
履
行
を
求
め
る
訴

訟
を
お
こ
す

こ
と
が
で
き
る
で
し

ょ
う

か
｡
残
念
な

が
ら
､
そ
れ
も
難
し

い
の
が
現
状

で
す

(注

3
)｡

㈲

サ
ー
ビ

ス
の
質

の
保
障
と
公
的
責
任

公
的
責
任

の
も
と

に
サ
ー
ビ

ス
の
質

の
保
障
を
は

か
る
た
め
に
､
サ
ー
ビ

ス
の
質

に
関
す

る
苦
情
申
し

立

て
の
し
-

み
や

｢福
祉
オ

ン
ブ
ズ

マ
ン
制
度
｣

の

利
用
が
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
｡
さ
ま
ざ
ま
な

｢苦
情

処

理
機
構
｣

が
充
実
し

て
-

る
こ
と
は
望
ま
し

い
こ

と

で
す

が
､

｢
最
後

の
砦
｣
と
し

て

の
裁
判

に
よ
る
､

強
制
力

の
あ
る
救
済
制
度

の
充
実
も
必
要
と
思
わ
れ

ま
す
｡

憲
法

で
保
障
さ
れ
た

｢
健
康

で
文
化
的
な
最
低
生

活
｣

が
保
障
さ
れ
る
た
め

に
は
'

こ
れ
を
受

け
て
'

施
設
サ
ー
ビ

ス
や
在
宅
サ
ー
ビ

ス
の
質

に
関
す

る
最

低
基
準

が
定
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
も
必
要

で
す
｡
特

に
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ

ス
に

つ
い
て
は
最
低
基
準

が
な

-
､
問
題
と
さ
れ
て
き

て

い
ま
す
｡

反
射
的
利
益

取
り
締
ま
り
行
政
の
本
来
の
目
的
は
､
社
会
秩

序
維
持
に
あ
る
の
で
'
取
り
締
ま
り
が
行
わ
れ
る

こ
と
に
よ
り
､
第
三
者
国
民
が
利
益
を
得
て
も
､

そ
れ
は
事
実
上
反
射
的
に
利
益
を
受
け
て
い
る
だ

け
で
､
第
三
者
国
民
に
も
と
も
と
取
り
締
ま
り
を

求
め
る
権
利
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
考
え

方
｡
公
的
機
関
は
､
老
人
の
福
祉
の
た
め
に
高
齢

者
を
老
人
ホ
ー
ム
に
措
置
す
る
権
限
を
も
つ
｡
そ

の
結
果
と
し
て
､
高
齢
者
は
ホ
ー
ム
を
利
用
で
き

る
の
で
あ
り
､
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
す
る
権
利
が
､

高
齢
者
に
あ
る
た
め
で
は
な
い
と
い
う
と
き
に
も
､

高
齢
者
は
､
事
実
上
反
射
的
に
利
益
を
受
け
て
い

る
と
い
う
｡

義
務
づ
け
訴
訟

特
定
利
益
処
分
を
行
政
庁
に
義
務
づ
け
る
訴
訟

を
い
う
｡
た
と
え
ば
､
取
消
訴
訟
や
不
作
為
訴
訟

を
超
え
て
サ
ー
ビ
ス
給
付
の
決
定
を
求
め
た
り
､

第
三
者
国
民
が
行
政
庁
に
対
し
十
分
な
企
業
規
制

処
分
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
を
い
う
｡
義
務

づ
け
訴
訟
を

一
切
否
定
す
る
説
と
適
法
で
あ
る
余

地
を
認
め
る
肯
定
説
が
あ
る
｡
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『ジ
ュ
リ
ス
-
増
刊

高
齢
者
社
会
と
在
宅
ケ
ア
』
有
斐
閣
､

一
九
九
三
年

特
に
本
文
と
の
関
係
で
は
'
田
中
幹
夫

｢在
宅
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
を
め
ぐ
る
民

間
委
託
と
公
的
責
任
｣
を
参
照
｡

｢ジ
ュ
リ
ス
-
増
刊

福
祉
を
創
る
♭
有
斐
閣
､

一
九
九
五
年

特
に
本
文
と
の
関
係
で
は
､
橋
本
宏
子

｢福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
地
方
自
治
体
｣､

本
田
典
子

｢福
祉
の
措
置
と
手
続
｣
を
参
照
｡

r福
祉
行
政
と
法
』
橋
本
宏
子
'
尚
学
社
､

t
九
九
五
年

福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
民
間
委
託
'
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
手
続
き
に
つ
い
て
'
高
齢

者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
実
態
と
か
ら
ま
せ
て
論
じ
て
い
る
｡
介
護
保
険
制
度
と
公

的
責
任
に
つ
い
て
も
'

三
阜を
設
け
て
い
る
｡

『老
人
福
祉
法
の
解
説
』

大
山

正
､
全
国
社
会
福
祉
協
議
会
､

一
九
六
四
年

｢老
人
福
祉
法
｣
に
つ

い
て
の
行
政
解
釈
を
展
開
し
て
い
る
｡

ビ
デ
オ

『福
祉
を
創
る
た
め
に
J)
神
奈
川
大
学
法
学
部
編

神
奈
川
大
学
広
報
課
に
申
し
込
め
ば
'
無
料
で
貸
出
す
る
｡
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