
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
利
用
手
続
の
保
障

橋

本

宏

子

(神
奈
川
大
学
)

l

老
人
福
祉
法
と
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス

老
人
福
祉
法
上
の

｢
措
置
施
設
｣
に
は
､
養
護
老
人
ホ
ー
ム
と
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
が
あ
る
｡
｢
措
置
施
設
｣
と
は
､
措
置
の
実

施
機
関

(市
町
村
)
に
よ
る
措
置

(
入
所
決
定
処
分
)
を
受
け
て
､
利
用
が
決
定
さ
れ
る
施
設
で
あ
る
｡
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は

｢
居

宅
に
お
い
て
養
護
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
高
齢
者
を
養
護
す
る
施
設
｣
(老
人
福
祉
法

二

条

一
項

三
号
参
照
)
で
あ
り
､
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
は

｢常
時
の
介
護
を
必
要
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
居
宅
に
お
い
て
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
高
齢
者
を
養

護
す
る
施
設
｣
(
同
二
号
参
照
)
と
さ
れ
る
｡

高
齢
者
の

｢
居
宅
に
お
け
る
介
護
｣
に
つ
い
て
は
､
老
人
福
祉
法
は
ど
の
よ
う
な
施
策
を
掲
げ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
?
こ
の
点
は

比
較
的
新
し
い
制
度

(
一
九
九

〇
年
の
法
改
正
に
よ
る
)
な
の
で
､
少
し
詳
し
-
み
て
お
こ
う
｡
老
人
福
祉
法
は
､
｢
市
町
村
は
､
必

要
に
応
じ
て
､
次
の
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
｣
(
一
〇
条
の
四
第

1
項
参
照
)
と
し
て
､
在
宅
三
本
柱
と
い
わ
れ
る
ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
サ
ー
ビ
ス
･
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

･
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
｡

-

六
五
歳
以
上
の
者
で
あ
っ
て
､
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
た
め
に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
に
つ
き
､
政
令

で
定
め
る
基
準
に
従
い
､
そ
の
者
の
居
宅
に
お
い
て
'
入
浴
､
排
せ
つ
､
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
便
宜

で
あ
っ
て
厚
生
省
令
で
定
め
る
も
の
を
供
与
し
､
又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
に
当
該
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
こ
と
｡
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2

六
五
歳
以
上
の
者
で
あ

っ
て
､
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
た
め
に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の

(養
護
者
を
含

む
｡
)
を
､
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
､
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
厚
生
省
令
で
定
め
る
施
設

(以
下

｢老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
｣
と
い
う
｡
)
に
通
わ
せ
'
入
浴
､
食
事
の
提
供
､
機
能
訓
練
､
介
護
方
法
の
指
導
そ
の
他
の

厚
生
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
し
､
又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
の
設
置
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
に
通
わ
せ
､
当
該
便

宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
こ
と
｡

3

六
五
歳
以
上
の
者
で
あ

っ
て
､
養
護
者
の
疾
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
､
居
宅
に
お
い
て
介
護
を
受
け
る
こ
と
が

1
時
的
に
困
難
と
な

っ
た
も
の
を
､
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
､
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
老
人
短
期
入
所
施
設
そ
の
他
の
厚
生
省
令
で
定
め
る
施
設

(以

下

｢老
人
短
期
入
所
施
設
等
｣

と
い
う
｡
)
に
短
期
入
所
さ
せ
､
養
護
を
行
い
､
又
は
該
当
市
町
村
以
外
の
者
の
設
置
す
る
老
人
短
期
入
所

施
設
等
に
短
期
間
入
所
さ
せ
､

養
護
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
こ
と
｡

老
人
福
祉
法

一
〇
条
の
四
二
項
は
､
日
常
生
活
用
具
の
供
与

･
貸
与
に
つ
い
て
規
定
し
､
三
項

で
は
､
高
齢
者
が
身
体
上
又
は
精

神
上
の
障
害
が
あ
る
た
め
に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
も
､
引
き
続
き
居
宅
に
お
い
て
日
常
生
活
を
営

む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
市
町
村
は
前
二
項

の
措
置
そ
の
他

の
措
置
の
積
極
的
な
実
施
に
努
め
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
規

定
は
老
人
福
祉
法

〓
二
条
な
ら
び
に
､
四
条

に
定
め
ら
れ
た
地
方
自
治
体
の

｢
老
人
福
祉
増
進

の
責
務
｣
を
受
け
て
い
る
も
の
と
解

さ
れ
る
｡

現
在
､
地
方
自
治
体
の
実
施
し
て
い
る
入
浴
サ
ー
ビ
ス

･
給
食
サ
ー
ビ
ス

･
移
送
サ
ー
ビ
ス
は
､
老
人
福
祉
法

｣

○
条
の
四

一
項

二
号
に
い
う
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業

の

一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
以
外
は
､

l
O
条

の
四
三
項
に
基
づ
-
市
町
村
の
固
有
事
務

と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る

(在
宅
三
本
柱
は
､
団
体
委
任
事
務
)
｡
入
浴
サ
ー
ビ

ス
等
も

l
O
条
の
四
第

一
項
に
基
づ

-
事
業
と
い
え
そ
う
だ
が
､
国
は
同
項
に
基
づ
-
事
業
と
し
て
は
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
だ
け
を
想
定
し
て
い
る

(社
会
福
祉
士

･

＼

介
護
福
祉
士
養
成
講
座

･
別
冊
資
料

｢
老
人
福
祉
法
等

の

一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
概
要
｣
五
頁
参
照
)
｡
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二

高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
手
続

こ
れ
ら
の
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
､
市
町
村
に
お
い
て

｢
ど
の
よ
う
に
処
理

さ
れ
て
い
る
か
｣
を
簡
単
に
図
式
化
す
れ
ば
､
図
1
の
よ
う
に
な
る
｡
役
所
に
来

所
し
た
場
合
､
日
常
生
活
用
具
の
供
与

･
貸
与
や
給
食
サ
ー
ビ
ス
な
ど
に
つ
い
て

は
'
そ
の
場
で
事
実
上
供
給
の

｢決
定
｣
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
｡
こ
の

種
の
サ
ー
ビ
ス
で
､
供
給
が

｢決
定
｣
さ
れ
な
が
ら
､
あ
と
で

｢
取
消
し
｣
と
な

る
場
合
と
し
て
は
､
サ
ー
ビ
ス
の
需
給
要
件
に

｢所
得
要
件
｣
が
課
さ
れ
て
お
り
､

後
日
の

｢
課
税
状
況
調
査
｣
な
ど
で
こ
の
点
が
問
題
に
な

っ
た
場
合
等
に
限
ら
れ

て
い
る
｡
こ
れ
に
た
い
し
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー
ビ
ス
や
入
浴
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
に

は
'
｢申
請
｣
が
受
け
付
け
ら
れ
た
あ
と
で
､
家
庭
訪
問
が
な
さ
れ
高
齢
者
の
状

況
を
具
体
的
に
把
握
し
た
う
え
で

｢決
定
｣
が
な
さ
れ
て
い
る
｡
養
護
老
人
ホ
ー

ム
･
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
利
用
決
定
は
､
家
庭
訪
問
調
査
が
な
さ
れ
た
後
､
さ

ら
に

｢措
置
会
議
｣
や

｢
入
所
判
定
委
員
会
｣
が
開
か
れ
入
所
が
決
定
さ
れ
て
い

る
｡
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
や
給
食
サ
ー
ビ
ス
特
に
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
場
合
に

は
'
順
番
待
ち
で

｢待
機
｣
が
必
要
な
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
｡
ま
た
'
こ
れ

ら
の
福
祉
サ
～
ビ
ス
の
場
合
に
は
､
｢決
定
か
ら
､
廃
止
｣
ま
で
の
サ
ー
ビ
ス
の

実
施
過
程
が
､
決
定
さ
れ
た

｢
権
利
｣
の
実
現
過
程
と
し
て
､
｢申
請
手
続
｣
同

様
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡
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老
人
福
祉
法
は
､
前
述
の
よ
う
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

｢
利
用
申
請
手
続
｣
に
つ
い
て
､
特
に
規
定
し
て
い
な
い
｡
厚
生
省
通
達
に

若
干
の
規
定
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
｡
し
か
も
こ
れ
ら
の
規
定
は
生
活
保
護
法
の
よ
う
に
､
申
請
保
護
の
原
則

(生
活
保
護
法
七

条
)
に
基
づ
き
､
利
用
者
の
手
続
的
権
利
を
保
護
す
る
と
い
う
視
点
を
明
確
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
後
述
の
よ
う
に
､
行
政

解
釈
は

｢
老
人
福
祉
法
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
'
職
権
主
義
｣
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
法
の
姿
勢
も
あ

っ
て
､
各

自
治
体
に
お
け
る
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
特
に
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
め
ぐ
る
手
続
の
現
状
に
は
､
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
も
多
い
｡

と
こ
ろ
で
､

1
九
九
三
年

二

月
行
政
手
続
法
が
制
定
さ
れ

二

九
九
四
年

一
〇
月
施
行
)
､
こ
れ
に
よ

っ
て
行
政
手
続
の

一
定
の

整
備
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
こ
の
こ
と
は
､
老
人
福
祉
行
政
の
現
状
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ

ろ
う
か
｡
ま
ず
､
行
政
手
続
法
は
､
老
人
福
祉
法
に
ど
こ
ま
で
適
用
に
な
る
の
か
を
簡
単
に
眺
め
て
お
-
こ
と
に
し
た
い
｡
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三

老
人
福
祉
法
と
行
政
手
続
法

-

行
政
手
続
法
の
内
容

行
政
手
続
法
は
､
処
分

･
行
政
指
導
お
よ
び
届
出
に
対
す
る
個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
｡
個
人
の
権
利
保
護

に
か
か
わ
る
こ
と
で
も
､
行
政
調
査

･
行
政
上
の
強
制
執
行

･
行
政
契
約
な
ど
は
対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
｡
福
祉
行
政
に
と

っ
て
重

要
な
か
か
わ
り
を
も

つ
行
政
計
画
策
定
手
続
や
行
政
立
法
制
定
手
続
も
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
｡
事
後
的
行
政
手
続
の
整
備
も
今
回

は
残
さ
れ
た
課
題
と
な

っ
て
い
る
｡
ま
た
国
は
､

一
般
法
で
あ
る
行
政
手
続
法
の
他
に
､
個
別
法
と
し
て

｢
行
政
手
続
法
の
執
行
に

伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
｣
(以
下

｢
整
備
法
｣
と
い
う
)
を
定
め
､
重
複
す
る
手
続
規
定
の
削
除
､
特
例
事
項
の
規
定
､

用
語
整
理
､
固
有
の
手
続
関
係
規
定
の
対
象
除
外
の
四
点
を
規
定
し
て
い
る
｡

行
政
手
続
法
に
お
け
る
処
分
は
､
申
請
に
基
づ
-
処
分
お
よ
び
不
利
益
処
分
で
あ
り
､
職
権
に
よ
る
処
分
は
対
象
と
さ
れ
て
い
な



○ヽ
I_∨ま

た
､
行
政
手
続
法
は
自
治
体
の
行
う
次
の
よ
う
な
行
為
に
つ
い
て
は
､
国
の
個
別
法
お
よ
び
行
政
手
続
法
二
章
か
ら
五
章
の
規

定
は
適
用
に
な
ら
な
い
と
し
て
い
る

(行
政
手
続
法
三
条
二
項
)
｡
す
な
わ
ち
'
国
の
法
令
に
基
づ
か
な
い
処
分

･
行
政
手
続
法
所
定

の
四
行
為
類
型

(申
請
に
対
す
る
処
分
､
不
利
益
処
分
'
国
の
行
う
行
政
指
導
'

届
出
)
以
外
の
行
為

･
自
治
体
が
行
う
行
政
指
導

が
､
そ
れ
で
あ
る
｡
高
齢
者
に
た
い
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
は
､
市
町
村
の
自
治
事
務
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
も
多
い
か
ら
､

こ
の
規
定
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
｡

2

行
政
手
続
法
と
福
祉
サ
ー
ビ
ス

行
政
手
続
法
は
､
｢申
請
に
基
づ
-
処
分
｣
に
か
か
わ
る
手
続
と
し
て
'
審
査
基
準

(五
条
)
､
申
請
の
標
準
処
理
期
間

(六
条
)
'

申
請
に
た
い
す
る
審
査

･
応
答
義
務

(七
条
)
､
拒
否
処
分
を
行
う
場
合
の
理
由
の
提
示

(八
条
)
､
公
聴
会
の
開
催
等
に
よ
る
申
請

人
以
外
の
者
の
意
見
の
聴
取

へ
一
〇
条
)
な
ど
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
｡

老
人
福
祉
法
で
は
､
法
令
上
申
請
権
が
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
､
行
政
解
釈
は
老
人
福
祉
法
に
基
づ
-
措
置
を

｢申
請
に
基
づ
-
措

置
｣
と
は
理
解
し
て
い
な
い
｡
｢本
条

(老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
等
I
筆
者
注
)
に
よ
る
措
置
は
､
措
置
の
実
施
機
関
に
課
せ
ら
れ
た

義
務
で
あ

っ
て
､
･･･希
望
者
か
ら
の
請
求
権
に
基
づ
-
も
の
で
は
な
い
｣
(大
山
正

｢
老
人
福
祉
法
の
解
説
｣

〓

1五
頁
)
と
さ
れ
て

い
る
.
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
も
'
同
様
に
解
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
.
行
政
実
務
で
は
､
老
人
ホ
ー
ム
や
ホ
ー
ム
ヘ
ル

プ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
つ
い
て
も
､
申
請
書
を
提
出
す
る
形
が
と
ら
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
情
報
収
集
の
手
段
と
解
さ
れ
て
い
る
｡
こ

の
よ
う
に
老
人
福
祉
法
に
基
づ
く
措
置
が

｢申
請
に
基
づ
く
処
分
｣
で
は
な
く
'
｢職
権
に
よ
る
処
分
｣
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
､

高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
た
い
す
る

｢申
請
手
続
｣
に
は
､
行
政
手
続
法
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
の
行

政
の
対
応
は
､
現
段
階
で
は
微
妙
で
あ
る
｡
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し
か
し
､
老
人
福
祉
法
に
お
け
る

｢
職
権
主
義
｣
は
､
行
政
解
釈
で
も
､
も
と
も
と
高
齢
者
の
意
思
に
反
し
て
措
置
す
る
こ
と
ま

で
､
予
定
し
た
も
の
で
は
な
-
､
自
ら
サ
ー
ビ
ス
を
申
請
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
期
待
し
か
た
い
高
齢
者
の
属
性
を
考
慮
し
､
行
政

が
積
極
的
に
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る

(前
掲
)
｡
と
す
れ
ば
､
少
な
-
と
も
職
権
措
置

す
る
契
機
と
し
て

｢
申
請
手
続
｣
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
､
行
政
解
釈
の
も
と
で
も
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
｡

い
ま
ひ
と
つ
､
行
政
手
続
法
で
は
､
申
請
と
は

｢法
令
に
基
づ
き
､
許
認
可
な
ど
の
何
ら
か
の
利
益
を
付
与
す
る
処
分
を
求
め
る

行
為
｣
(
二
条
三
号
参
照
｡
こ
こ
に
い
わ
れ
る
法
令
は
､
国
の
法
令
｡
同
条
第

一
項
参
照
)
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
連
し
て
検
討
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
｡
先
に
み
た
よ
う
に
､
｢
日
常
生
活
用
具
の
貸
与

･
供
与
｣
や
い
わ
ゆ
る
在
宅
三
本
柱
と
い
わ
れ

る
高
齢
者
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
､
老
人
福
祉
法
に
規
定
さ
れ
た
事
業
と
し
て

｢
法
令
に
基
づ
-
事
業
｣
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な

い
し
､
養
護
老
人
ホ
ー
ム

･
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
に
つ
い
て
も
､
も
と
よ
り
老
人
福
祉
法
に
規
定
が
あ
る
｡
こ
れ
に
た

い
し
､
市
町
村
が
老
人
福
祉
法

一
〇
条
の
四
第
三
項
を
う
け
て
実
施
し
て
い
る
事
業
と
解
さ
れ
る
同
条
二
項

･
三
項
以
外
の
措
置
と

し
て
行
わ
れ
る
入
浴
サ
ー
ビ
ス
や
給
食
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
に
は
､
｢
国
の
法
令
に
基
づ
-
事
業
｣
と
解
さ
れ
る
か
は
判
断
が
わ
か
れ
よ

ラ

(次
章
で
と
り
あ
げ
る
入
浴
サ
ー
ビ
ス
や
給
食
サ
ー
ビ
ス
に
は
こ
の
種
の
サ
ー
ビ
ス
が
含
ま
れ
て
い
る
)
0
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以
上
は
､
行
政
手
続
法

･
老
人
福
祉
法
の
解
釈
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
､
実
際
に
は
今
後
の
運
用
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の

他

｢整
理
法
｣
は
､
老
人
福
祉
法
に
つ
い
て
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
規
定
を
お
い
て
い
る
｡
こ
れ
に
よ
る
と
､
老
人
福
祉
法

一
〇

条
の
四
第

一
項

･
二
項
の
措
置

(前
述
参
照
｡
)
ま
た
は

二

条

l
項
の
措
置

(老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
)
を
解
除
す
る
処
分
に
つ
い

て
は
､
行
政
手
続
法
三
章
は
､

〓

一条

二

四
条
の
み
が
適
用
さ
れ
､
そ
の
他
は
適
用
さ
れ
な
い
｡

〓

一条
は
'
不
利
益
処
分
基
準

の
設
定

･
公
表
､

一
四
条
は
､
不
利
益
処
分
の
理
由
の
提
示
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
そ
の
他
行
政
手
続
法
三
章
は
､
｢
不
利
益
処
分
｣
に



つ
い
て
聴
聞

･
弁
明
の
供
与
､
参
加
人
､
文
書
閲
覧
等
を
定
め
て
い
る
が
'
こ
れ
ら
は
先
の
措
置
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
｡

老
人
福
祉
法
は
､
｢整
理
法
｣

一
二
九
条
を
う
け
て
第

一
二
条
の
二
で

｢
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
｣
に
つ
い
て
定
め
､
ま
た
第

一

二
条
で

｢
市
町
村
長
は
､
第

1
0
条
の
四
第

1
項
若
し
-
は
第
二
項
又
は
前
条
第

1
項
の
措
置
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
､
あ

ち
か
じ
め
､
当
該
措
置
に
係
わ
る
者
に
た
い
し
､
当
該
措
置
の
解
除
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
と
も
に
､
そ
の
意
見
を
聴
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
た
だ
し
､
当
該
措
置
に
係
わ
る
者
か
ら
当
該
措
置
の
解
除
の
申
出
が
合

っ
た
場
合
そ
の
他
厚
生
省
令
で
定
め
る

場
合
に
お
い
て
は
､
こ
の
限
り
で
な
い
｡
｣
と
し
て
い
る

(平
成
五
年

二

月

二

一日
法
律
八
九
号
に
よ
る
改
正
)
0

｢
不
利
益
処
分
｣
と
は
何
を
さ
す
か
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お
-
必
要
が
あ
ろ
う
｡
行
政
手
続
法
は

｢
不
利
益
処
分
｣
の
意
義
に
つ
い

て

｢
行
政
庁
が
､
法
令
に
基
づ
き
､
特
定
の
者
を
名
あ
て
人
と
し
て
､
直
接
に
､
こ
れ
に
義
務
を
課
し
､
又
は
そ
の
権
利
を
制
限
す

る
処
分
を
い
う
｣
(
二
条
四
号
)
と
し
て
い
る
｡
た
だ
し

｢事
実
上
の
行
為
｣
｢
名
あ
て
人
と
な
る
べ
き
者
の
同
意
の
下
に
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
処
分
｣
な
ど
は
除
か
れ
て
い
る
｡
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
に
は
､
施
設
内
処
遇
や
住
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
過
程

で
の
利
用
者

へ
の

｢事
実
上
の
行
為
に
か
か
わ
る
不
利
益
｣
処
分
も
少
な
-
な
い
が
､
こ
れ
ら
は
行
政
手
続
法
に
い
う
不
利
益
処
分

に
は
あ
た
ら
な
い
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る

(神
永
勲

｢
福
祉
行
政
に
お
け
る
裁
量
と
手
続
｣
二
四
八
頁
､
季
刊
社
会
保
障
研
究

vot.291N
0.3
も
同
旨
)
O
ま
た

｢申
請
拒
否
処
分
｣
も
こ
こ
に
い
う

｢
不
利
益
処
分
｣
に
は
あ
た
ら
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
､
現
在
市
町
村
が
実
施
し
て
い
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
手
続
に
､
行
政
手
続
法
が
ど
こ
ま
で
適
用
さ
れ
る
の
か
に

は
､
微
妙
な
点
が
少
な
-
な
い
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
'
か
な
り
制
約
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
し
か
し

｢
法
令
に
基
づ
-
申
請
｣
や

｢法
令
に
基
づ
く
事
業
｣
で
あ
る
か
い
な
か
に
疑
義
が
あ
る
と
し
て
も
､
人
権
保
障
の
視
点
か
ら
は
必
要
な
限
り
､
行
政
手
続
を
福
祉
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行
政
に
も
適
用
さ
せ
て
い
-
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡
当
面
は
､
市
町
村
が
規
則
や
条
例
に
よ

っ
て
､
手
続
的
な
整
備
を
は
か

っ
て

66

い
-
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
｡
行
政
手
続
法
も
､
｢第
二
葦
か
ら
前
章
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
処
分
､
行
政
指
導
及

び
届
出
の
手
続
｣
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
地
方
公
共
団
体
の
努
力
義
務
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る

(
三
八
条
)
0

四

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
と

っ
て
の
行
政
手
続

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
と

っ
て
､
手
続
を
整
備
し
て
い
く
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

つ
の
だ
ろ
う
か
｡
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
限
ら
ず

一
般
的
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
.
①
行
政
手
続
法

に
行
政
庁
が
従
わ
な
か

っ
た
場
合
､
｢
手
続
上
の
暇
庇
｣
(申
請

に
対
す
る
公
正
な
処
理
､
相
当
期
間
に
お
け
る
処
分
決
定
等
)
を
理
由
に
裁
判
所
に
当
該
行
政
処
分
の
取
消
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
､
②

へ行
政
不
服
審
査
法
七
条
や
生
活
保
護
法
二
四
条
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
)
抗
告
訴
訟
を
中
心
と
す
る
権
利
救
済
に
の
せ

て
い
-
た
め
に
は
申
請
手
続
が
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
か
ら
手
続
の
整
備
は
権
利
救
済
を
よ
り
確
実
な
も
の
と
す
る
､
③

(永

井
訴
訟
の
よ
う
に
)
広
義
の
手
続
法
違
反
を
､
国
家
賠
償
法
を
通
じ
て
問
題
と
し
て
い
-
可
能
性
が
高
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
福

祉
サ
し
.ビ
ス
に
お
い
て
も
､
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
手
続
の
整
備
が
望
ま
れ
る
こ
と
は
前
述
の
事
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
､
福

祉
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
手
続
的
整
備
の
必
要
性
は
そ
れ
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
｡
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
手
続
過

程
を
参
考
に
こ
の
点
を
な
か
め
て
み
た
い
｡

イ
ギ
リ
ス
で
は
､

一
九
九

〇
年
の
コ
-

ユ
ニ
テ
ィ

･
ケ
ア
法
に
よ
り
､

ニ
ー
ズ
判
定
の
責
務
と
､
サ
･:
ビ
ス
提
供
の
責
務
を
分
離

す
る
方
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
｡

具
体
的
に
は
､
ま
ず
①
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
を
希
望
す
る
も
の
に
た
い
し
て
総
合
的
な

ニ
ー
ズ
の
判
定
が
な
さ
れ
る
.
こ
の
段
階
で



は
､
実
際
に
受
給
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
と
は
別
に
､
必
要
と
さ
れ
る
ニ
ー
ズ
が
､
総
合
的
に
､
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る

(北
村

彰

｢英
国
の
コ
-
ユ
ニ
テ
ィ
ケ
ア
改
革
に
つ
い
て
｣
週
刊
社
会
保
障
仙

1
七

〇
五

･
四
八
頁
以
下
に
よ
る
)
.
次
に
②
判
定
さ
れ
た
ニ
ー

ズ
を
も
と
に
'
実
際
に
供
給
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
が
決
定
さ
れ
る
｡
さ
ら
に
③
サ
ー
ビ
ス
の
供
給
過
程
で
'
サ
ー
ビ
ス
が
プ
ラ
ン
ど
お

り
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
､
供
給
が
必
要
な
新
た
な
ニ
ー
ズ
が
発
生
し
て
い
な
い
か
が
点
検
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
こ
の
手
続
過
程
に
お

い
て
は
､
①

ニ
ー
ズ
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
段
階
､
②
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
段
階
'
④
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
段
階
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に

一
般
的
な
行
政
手
続
に
お
い
て
は
､
(例
え
ば
､
建
築
確
認
の
申
請
の
よ
う
に
)
申
請
を
通
じ
て
求

め
ら
れ
る
行
政
の
行
為
が
申
請
者
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
特
定
さ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
､
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
に
は
､
｢申
請
者
｣

に
よ

っ
て
求
め
ら
れ
る

｢
行
政
の
行
為
｣
は
同
じ
よ
う
な
意
味
で
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
｡
｢
申
請
者
｣
の
ニ
ー
ズ
ア
セ
ス
メ
ン
ト
や

サ
ー
ビ
ス
の
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
過
程
を
通
じ
て
､
求
め
ら
れ
る
行
政
の
サ
ー
ビ
ス
が
具
体
的
な

｢決
定
内
容
｣
と
し
て
形
成
さ
れ
て

-
る
場
合
が
少
な
-
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
つ
ま
り
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
は
､
手
続
過
程
自
体
が
､
申
請
者
の

｢
求
め
る
行
為
｣
を

具
体
的
な
も
め
に
し
て
い
-
過
程
で
あ
り

｢
要
求
と
し
て
の
権
利
｣
を
､
｢法
的
な
権
利
｣
と
し
て
確
定
し
て
い
-
過
程
と
な

っ
て
い

る
.
ま
た
こ
う
し
て
確
定
さ
れ
た

｢法
的
権
利
｣
は
､
決
定

(行
政
処
分
)
と
そ
れ
に
つ
づ
-
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
過
程

(事
実
行
為
)

の
な
か
で
具
体
的
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
イ
ギ
リ
ス
に
み
ら
れ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
過
程
は
､
｢法
的
権
利
｣
の
実
現
に
む
け

て
公
的
責
任
が
実
行
さ
れ
る
過
程
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
｢
決
定
｣
に
よ

っ
て
､
公
的
責
任
が
終
了
し
な
い
こ
と
も
､
多
-
の
福
祉

す

-
ビ
ス
の
特
徴
と
い
え
よ
う
｡

｢
ニ
ー
ズ
の
判
定
｣
と

｢
供
給
さ
れ
る
サ
ー
ビ
ス
の
決
定
｣
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
は
､
わ
が
国
の
現
状
特
に

｢
生
活
保
護
の
適
正

化
｣
政
策
の
在
り
方
等
か
ら
み
て
､
申
請
者
の

｢法
的
権
利
｣
を
逆
に
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
批
判
も
当
然
に
あ
り
え
よ
う
｡

し
か
し
､
現
状
に
た
い
す
る
厳
し
い
批
判
の
目
と
同
時
に
,
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
手
続
が
本
来
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
も
の
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な
の
か
を
'
複
眼
的
に
見
て
い
-
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
｡
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
は

｢厳
格
な
権
利
概
念
で
は
捉
え
ら

駆

れ
な
い
国
民
所
得
と
い
っ
た
要
素
を
背
景
と
す
る
行
政
の

『決
定
』
と
の
間
に
な
ん
ら
か
の
調
和
を
み
い
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
｣

(下
山
瑛
二

｢
サ
ー
ビ
ス
行
政
に
お
け
る
権
利
と
決
定
｣
､
田
中
二
郎
先
生
古
稀
記
念

･
公
法
の
理
論

(中
)
･
六
五
四
頁
)
で
あ
る
以

上
､
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
手
続
過
程
は
､
｢
権
利
を
適
正
に
行
使
す
る
｣
と
い
う

｢
権
利
保
護
の
手
段
的
位
置
づ
け
｣
だ
け
で
は
な
-
､

｢
権
利
自
体
を
具
体
的
に
形
成
し
て
い
-
過
程
｣
と
し
て
､
よ
り
積
極
的
な
役
割
を
担
う
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

手
続
過
程
を

｢
権
利
の
形
成
過
程
｣
と
み
た
場
合
､
｢
客
観
的
に
測
定
さ
れ
た
ニ
ー
ド
｣
と

｢
財
源

(国
民
所
得
)
の
範
囲
内
で
､

具
体
的
に
形
成
さ
れ
る
プ
ラ
ン
｣
の
間
に
は
､
差
が
で
て
き
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
｡
こ
の
点
は
､
財
源
の
不
足
を
理
由
に
サ
ー
ビ

ス
の
給
付
が
制
約
さ
れ
が
ち
な
わ
が
国
の
現
状
に
お
い
て
は
､
特
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
｡

プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
段
階
で
実
現
さ
れ
な
い
ニ
ー
ド
は
､
地
域
福
祉
計
画
に
反
映
さ
れ
る
と
か
､
状
況
に
よ

っ
て
は
訴
訟
の
提
起
も

可
能
と
な
る
よ
う
検
討
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
現
状
で
は
と
り
あ
え
ず
'
電
話
や
市
町
村
の
窓
口
で
の
市
民
の
福
祉
に
つ

い
て
の
相
談
や
希
望
を
客
観
的
な
形
に
整
理
し
､
公
表
す
る
こ
と
を
､
実
施
機
関
に
義
務
づ
け
た
い
も
の
で
あ
る
｡

イ
ギ
リ
ス
で
も
､
ニ
ー
ド
と
し
て
判
定
さ
れ
な
が
ら
､
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
な
か

っ
た
ニ
ー
ド
に
つ
い
て
は
､
訴

訟
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
政
府
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
暖
味
と
の
批
判
も
だ
さ
れ

て
い
る
｡
こ
れ
に
対
し
政
府
は
､
｢
ニ
ー
ド
は
対
処
さ
れ
な
い
ニ
ー
ド
(U
N
M
E
づ
N
E
E
D
)
で
は
な
-
､
対
処
さ
れ
な
い
選
択
(U
N
M
E
T

C
H
O
IC
E
)
で
あ
る
｣
と
い
う
判
断
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
､
注
意
を
要
す
る

(
ニ
ー
ド
に
対
し
､
対
応
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は

な
-
､
い
-
つ
か
の
対
応
方
法
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
選
択
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
)
｡

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
手
続
過
程
が

｢
権
利
の
形
成
過
程
｣
で
あ
る
以
上
､
手
続
過
程
は
形
式
的
に
整
備
さ
れ
る
だ
け
で
な
-
､

実
質
的
に
も

｢
申
請
者
｣
の
ニ
ー
ド
が
､
正
確
に
測
定
さ
れ
る
過
程
で
あ
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
｡
イ
ギ
-
ス
で
は
､
作
業
療
養
士

･



理
学
療
養
士
も

ニ
ー
ズ
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
過
程
に
参
加
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
､
わ
が
国
の
場
合
に
も
ニ
ー
ズ
ア
セ
ス
メ
ン
-
に

か
か
わ
る
人
々
の
質
が
､
ま
ず
問
題
と
な
る
｡
ま
た
本
人
が
何
を
考
え
､
何
を
望
ん
で
い
る
の
か
を
知
る
た
め
に
'
｢
申
請
者
｣
本
人

の
参
加
も
不
可
欠
で
あ
る
.
高
齢
者
の
場
合
に
は
､
そ
の

｢
意
思
｣
を
確
認
す
る
た
め
の
広
い
意
味
の

｢
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
制
度
｣
の

導
入
や
情
報
の
提
供
'
(
ニ
ー
ズ
ア
セ
ス
メ
ン
ト
や
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
の
過
程
で
の
)
苦
情
を
処
理
す
る
制
度
や
そ
れ
に
関
連
し
た
記
録

の
策
定
が
､
手
続
過
程
を
実
質
的
な
も
の
に
し
て
い
く
手
当
て
と
し
て
必
要
と
さ
れ
て
こ
よ
う
｡

イ
ギ
リ
ス
で
は
'
ニ
ー
ズ
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
過
程
で

｢申
請
者
｣
と
は
別
に

｢
介
護
者
｣
(家
族
と
は
限
ら
な
い
)
の
意
見
を
求
め

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
に
た
い
し
､
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
面
接
段
階
に
本
人
以
外
の
も
の
が
参
加
す
る
こ
と
を
､
原
則
排

除
し
て
い
る
と
い
う

(小
林
良
二

｢高
齢
者
ケ
ア
の
判
定
に
つ
い
て
｣
東
京
都
立
大
学
人
文
学
部
人
文
学
報
二

1
八
号

･
一
七
五
頁

参
照
)
｡
イ
ギ
リ
ス
で
は
'
高
齢
者
の
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
と
し
て
の

｢
介
護
者
｣
の
役
割
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
に
た
い
し
､
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
で
は
逆
に
､
｢介
護
者
｣
特
に
家
族
の
利
益
と
高
齢
者
の
利
益
の
相
反
す
る
側
面
が
ニ
ー
ズ
判
定
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
を
警
戒

し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
両
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
そ
れ
ぞ
れ
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
手
続
過
程
と
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
､
以
上
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
み
て
き
た
よ

う
に
現
段
階
で
は
不
明
確
な
部
分
も
あ
る
が
､
行
政
手
続
法
が

｢
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
｣
に
部
分
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い

(少
な
-
と
も
措
置
解
除
処
分
に
た
い
す
る
行
政
手
続
法

〓

一条

二

四
条
の
適
用
な
ど
)
｡
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
､
高

齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
手
続
的
整
備
に
つ
い
て
は
､
当
面
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
-
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
?

こ
こ
で
は
､
と
り
あ
え
ず
次
の
よ
う
に
､
ま
と
め
結
び
に
か
え
た
い
｡

①
行
政
手
続
法
が
､
四
行
為

(申
請
に
対
す
る
処
分
､
不
利
益
処
分
､
国
の
行
う
行
政
指
導
､
届
出
)
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
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手
続
的
要
請
は
､
基
本
的
に
は
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
手
続
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
｡

②
し
か
し
､
い
-
つ
か
の
場
面
に
お
い
て
は
､
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
運
用
上
の
特
殊
性
か
ら
､
仮
に
行
政
手
続
法
が
形
式
的
に
適
用

さ
れ
る
と
し
て
も
､
そ
れ
だ
け
で
は
手
続
の
充
実
が
期
待
で
き
ず
､
別
途
の
対
応
が
望
ま
れ
る
｡

③
手
続
過
程
を
形
式
的
に
整
備
す
る
だ
け
で
な
く
､
特
に

｢申
請
者
｣
｢
利
用
者
｣
の
主
体
的
な
意
思
形
成
を
可
能
と
す
る

｢補
充

的
な
手
当
｣
(情
報
提
供
や
助
言
者
の
配
備
等
)
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
｡

④
行
政
手
続
法
が
予
定
し
て
い
な
い
領
域

へ例
え
ば
､
基
準
策
定
手
続
等
)
で
､
高
齢
者
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
は
､
特
に
そ

の
整
備
が
望
ま
れ
る
い
-
つ
か
の
場
合
が
あ
る
｡

(
こ
の
テ
ー

マ
に
つ
い
て
は
､
す
で
に
､
地
方
自
治
総
合
研
究
所
研
究
資
料
仙
62

｢
公
正
で
透
明
度
の
高
い
自
治
体
行
政
の
創
造
を

め
ざ
し
て
-

自
治
体
行
政
と
行
政
手
続
法
-

｣
二

九
九
四
年

一
〇
月
)
の

T
部
に
発
表
の
機
会
を
え
た
O
ま
た
そ
れ
を
､
｢福
祉
行

政
と
法
｣
(尚
学
社
)
の

1
部
に
加
筆
修
正
の
上
ま
と
め
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
の
で
学
会
誌
に
お
い
て
は
要
約
の
発
表
と
さ
せ
て

頂
い
た
こ
と
を
､
お
断
り
し
た
い
｡
)
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