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療
制
度
の
現
況
」
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家
）
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美
子
雪
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言

六
月
例
会
は
二
十

一
世
紀
の
社
会
保
障
の
た
め
の
勉
強
会

「医
療
制
度
に
つ
い
て
」
の
第
二

弾
と
し
て
、
医
事
評
論
家
の
行
天
良
雄
先
生

（医
師
。
元
Ｎ
Ｈ
Ｋ
解
説
委
員
）
を
講
師
に
お
迎

え
し
て
開
か
れ
た
。

は
じ
め
に
、
樋
口
恵
子
代
表
か
ら
、
「行
天
先
生
は
、
医
師
で
あ
リ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
い
う

経
歴
を
お
持
ち
で
、
当
会
発
会
時
よ
り
、
医
療
問
題
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
と
お
教
え
い
た
だ

い
て
い
る
方
で
あ
る
。
ま
た
お
父
様
の
介
護
を
在
宅
で
な
さ

っ
て
い
る
ご
様
子
に
つ
い
て
は
、

皆
さ
ん
テ
レ
ビ
で
ご
存
じ
の
通
り
で
あ
る
」
と
講
師
紹
介
が
あ
っ
た
。

講
師
の
行
天
先
生
か
ら
は
、
「本
国
は
医
療
保
険
に
つ
い
て
の
話
で
す
が
、
皆
様
今
ご
自
身
の

入
っ
て
い
ら
つ
し
や
る
保
険
の
種
類
に
つ
い
て
は
ご
存
じ
で
す
か
」
と
の
問
い
か
け
が
あ
り
、

各
自
、
自
分
の
入
っ
て
い
る
保
険
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
勉
強
会
が
始
ま

っ
た
。

医
療
保
険
制
度
の
概
要

「
医
療
保
険
」
と
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
語
ら

れ
る
が
、
現
在
わ
が
国
の
医
療
保
険
は
、
被
用

者
保
険
と
国
民
健
康
保
険
及
び
、
こ
れ
ら
を
基

講
師

・

司
会

・

礎
と
し
た
老
人
保
健
法
に
よ
る
医
療
に
大
別
で

き

る

。
被
用
者
保
険
は
、
政
府
が
運
営
す
る
中
小
企

業
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
を
対
象
と
す
る
政
管
健
保

（政
府
管
掌
健
康
保
険
）
と
、
大
企
業
の
各
健
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康
保
険
組
合
が
運
営
す
る
組
合
管
掌
健
康
保
険

に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
各
共
済
組
合
な
ど

が
加
わ

っ
て
、
被
用
者
保
険
を
構
成
し
て
い
る
。

国
保

（国
民
健
康
保
険
）
は
地
域
保
険
で
あ

り
、
市
町
村
が
運
営
主
体
で
あ
る
。

ま
た
、
七
十
歳
以
上
の
高
齢
者
の
医
療
費
は
、

老
人
保
健
制
度
に
よ

っ
て
、
各
保
険
者
が
共
同

で
負
担
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

退
職
に
伴
う
保
険
の
移
動
‥
私
の
経
験
か
ら

退
職
に
伴
う
保
険
の
移
動
に
つ
い
て
、
私
自

身
の
事
を
例
に
説
明
し
た
い
。
私
は

一
九
四
九

年
か
ら

一
九
九
六
年
の
間
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
勤
務
し

て
い
た
。
保
険
に
つ
い
て
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
い
る

間
は
被
用
者
保
険
で
あ
り
、
退
職
後
国
民
健
康

保
険
に
移
行
し
た
。

医
療
給
付
内
容
は
、
私
が
勤
め
始
め
た
頃
は

十
割
給
付
で
あ
り
、
自
己
負
担
は
な
く
無
料
で

あ

っ
た
。
そ
の
後
企
業
が
財
政
的
に
厳
し
く
な

る
に
つ
れ
給
付
率
が
変
化
し
、
二
～
三
割
の
自

己
負
担

へ
と
変
化
し
て
き
た
。

大
企
業
で
も
、
次
第
に
福
利
厚
生
を
削
減
す

る
動
き
が
あ
り
、
保
養
所
な
ど
も
閉
鎖
さ
れ
て

い
る
。
企
業
の
負
担
を
軽
く
す
る
た
め
に
、
退

職
後
は
す
ぐ
に
国
民
健
康
保
険
に
移
行
す
る
よ

う
誘
導
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

高
齢
者
の
医
療
費
の
問
題

大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
が
国
保
で
、

高
齢
者
の
医
療
費
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

各
健
保
組
合
も
ま
た
、
本
体
で
あ
る
会
社
の

基
盤
が
傾
き
始
め
て
い
る
。
そ
の
上
、
老
人
保

健
制
度
に
よ
る
七
十
歳
以
上
の
高
齢
者
の
医
療

費
負
担
の
た
め
に
、
財
政
が
圧
迫
さ
れ
て
、
存

続
が
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
健
保
組
合
も
多
い
。

一
方
の
国
民
健
康
保
険
は
、
市
町
村
が
や
っ

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
保
険
と
は
全
く
異

な
る
仕
組
み
で
あ
る
。
会
社
に
勤
め
て
い
な
い

人
を
対
象
に
し
て
い
る
が
、
三
割
が
未
収
で
あ

る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
最
近
の
傾
向
と

し
て
、
定
年
退
職
後
の
高
齢
者
と
若
い
女
性
の

流
れ
込
み
が
増
え
て
い
る
。
国
保
で
は
、
高
齢

者
専
用
の
医
療
保
険
を
作

っ
て
、
高
齢
者
の
間

題
を
別
に
考
え
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
る
。

医
療
と
は
何
か

も
う

一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
医
療

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
誰
も
き
ち
ん
と
し
た
考

え
を
持

っ
て
い
な
い
。
つ
い
こ
の
間
ま
で
は
、

医
者
に
か
か
る
と
命
が
助
か
り
、
苦
し
み
も
軽

減
さ
れ
た
。
し
か
し
、
現
在
は
そ
う
で
は
な
い
。

だ
と
す
る
と
、
医
療
技
術
と
は

一
体
何
か
と
い

う
事
に
な
る
。

一
日
あ
た
り
の
患
者
数

「嘘
八
百
万
」

日
本
の
外
来
と
入
院
を
合
わ
せ
た
患
者
数
は
、

一
日
あ
た
り
約
八
百
万
人
で
あ
る
。
こ
の
数
は

世
界
に
例
を
見
な
い
多
さ
で
、
こ
れ
は
、
病
院

が
ど
こ
に
で
も
あ

っ
て
、
い
つ
で
も
か
か
れ
る

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
だ
か

ら
幸
せ
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
番
の
問
題
は
、
医
者
に
か
か
る
と
治
る
と

思
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
昔
の
病
気
は
感
染

症
が
多
く
治

っ
た
が
、
今
は
治
ら
な
い
。
昔
は
、

老
衰
と
記
し
た
死
亡
診
断
書
も
多
か
っ
た
。　
一

九
四
七
年
に
ア
メ
リ
カ
軍
が
入

っ
て
き
て
、
老

衰
と
い
う
の
は
病
理
的
に
調
べ
て
い
な
い
事
を

示
す
も
の
で
あ
る
と
指
導
さ
れ
、
そ
の
後
、
急

速
に
近
代
医
療
の
方
向
に
シ
フ
ト
し
た
。
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国
民
健
康
保
険
法

一
九
六

一
年
に
新
国
民
健
康
保
険
法
が
出
来

て
以
来
、
そ
の
後
の
四
十
年
間
、
保
険
給
付
の

質
は
、
本
質
的
に
は
下
が
る
こ
と
な
く
経
過
し

て
い
る
。
こ
の
恩
恵
を
受
け
た
の
は
、
国
民
で

あ
る
。
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、
だ
れ
で
も
、

繰
り
返
し
て
使
う
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
内
容

の
保
障
が
、
四
十
年
間
継
続
し
て
い
る
国
は
、

世
界
に
例
を
見
な
い
。

医
師
と
患
者
の
関
係
性

貧
乏
く
ら
い
、
切
な
く
悲
し
い
も
の
は
な
い
。

貧
乏
を
生
み
出
す
最
大
の
原
因
は
病
気
で
あ
る
。

日
本
が
ま
だ
貧
し
か

っ
た
頃
、
地
元
の
有
力
者

が
医
師
に
な

っ
て
い
く
こ
と
が
多
く
、
文
字
通

り
、
地
域
の
中
で
お
医
者
様
と
し
て
の
存
在
が

あ

っ
た
。
貧
し
い
人
か
ら
は
お
金
を
取
ら
ず
、

金
持
ち
か
ら
取
る
と
い
う
、
う
ま
い
シ
ス
テ
ム

に
も
な

っ
て
い
た
。

そ
ん
な
地
域
定
着
型
の
医
療
の
中
で
、
医
師

は
住
民
の
様
子
を
良
く
知

っ
て
い
た
し
、
人
々

は
お
医
者
様
に
文
句
を
言
う
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
。

そ
の
後
時
代
を
経
て
も
、
こ
の
医
師
と
患
者

と
の
関
係
性
が
、
日
本
の
文
化
と
し
て
培
わ
れ

て
き
た
。

国
民
皆
保
険
の
思
恵

国
民
皆
保
険
が
導
入
さ
れ
、
国
民
は
い
つ
の

間
に
か
、
保
険
証

一
枚
で
ど
こ
の
病
院
で
も
受

診
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
の
結
果
、
大
き
な
病
院
の
近
く
の
駅
で
は

薬
の
投
棄
が
多
く
て
困
る
状
況
に
な

っ
た
こ
と

も
あ

っ
た
。
保
険
証

一
枚
で
、
ど
の
病
院
で
も

見
て
く
れ
る
の
で
、
少
し
具
合
が
悪
い
と
こ
ろ

が
あ
る
と
、
病
院

へ
行
き
薬
を
も
ら
う
人
が
増

え
た
た
め
で
あ
る
。

皆
保
険
に
よ
り

一
番
潤

っ
た
の
は
、
ま
ず
国

民
で
あ
る
。
お
金
の
心
配
な
し
に
医
療
に
か
か

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

同
時
に
、
こ
れ
ほ
ど
医
療
機
関
の
収
入
を
保

障
し
た
制
度
は
、
他
の
国
に
は
な

い
。
こ
の
持

ち
つ
持
た
れ
つ
の
シ
ス
テ
ム
が
四
十
年
間
維
持

さ
れ
て
き
た
の
は
、
こ
の
制
度
を
支
え
る
基
金

の
資
金
が
潤
沢
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
九
六
九
～

一
九
九
〇
年
頃
ま
で
は
、
日
本

は
、
豊
か
さ
の
中
に
足
元
ま
で
ど

っ
ぷ
り
と
漬

「医者にかかれば治るのか」と、熱っぽく話す行天良雄先生
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か
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
豊
か
さ
の
中
で
、

近
代
的
な
ア
メ
リ
カ
医
療
が
入
っ
て
き
た
こ
と
、

医
師
が
豊
富
に
な

っ
た
こ
と
な
ど
の
背
景
が
あ

り
、
病
院
が
沢
山
建
ち
、
人
口
当
た
り
の
ベ
ッ

ド
数
は
世
界

一
と
な

っ
た
。

人
口
の
高
齢
化

感
染
症
が
減
少
し
、　
一
九
六
〇
年
頃
か
ら
疾

病
構
造
に
変
化
が
生
じ
た
。
人
々
が
長
生
き
す

る
よ
う
に
な
り
、　
一
九
七
〇
年
に
高
齢
化
社
会

に
入

っ
た
。

そ
の
こ
ろ
厚
生
省
は
来
世
紀
の
頭
に
高
齢
化

率
が

一
四
％
に
な
る
だ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
た

が
、
実
際
に
は

一
九
九
二
年
に

一
四
％
と
な
り
、

高
齢
社
会
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
こ
の
ス
ピ
ー

ド
は
群
を
抜
い
て
、
世
界
の
中
で

一
番
で
あ
る
。

今
後
、
二
〇
〇
五
年
位
に
は
、
二
〇
％
を
超
え

る
よ
う
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

今
後
の
見
通
し
‥
誰
も
知
ら
な
い
明
日

日
本
の
医
療
保
険
は
、
人
類
史
上
空
前
の
贈

り
物
で
あ
り
、
四
十
年
以
上
続
い
て
い
る
。
そ

の
仕
組
み
は
、
国
民
に
対
し
て
恩
恵
を
も
た
ら

す
だ
け
で
な
く
、
医
療
側
に
対
し
て
も
莫
大
な

恩
恵
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
を
支
え
て
い
る
社
会
環
境
に

大
き
な
変
化
が
あ
る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
高

齢
化
が
進
み
、
働
く
人
が
い
な
く
な
る
、
老
後

の
ケ
ア
を
支
え
て
く
れ
る
人
が
い
な
く
な
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

み
ん
な
老
後
の
生
活
の
た
め
に
貯
金
を
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
超
高
齢
社
会
に
向
か

っ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
誰
も
知
ら
な
い
明
日
で
あ
る
。

そ
れ
が
間
違
い
な
く
忍
び
寄

っ
て
き
て
い
る
。

今
、
国
で
は
少
子
化
対
策
を
行

っ
て
い
る
。

子
供
を
産
む
こ
と
が
商
売
に
な

っ
て
い
る
国
も

あ
る
が
、　
一
体
医
療
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に

直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
国
家
が
子
供
を
生
ん

で
く
れ
と
い
う
の
は
危
険
で
あ
る
。

超
高
齢
時
代
の
介
護
の
担
い
手

二
〇
〇
五
年
に
高
齢
化
率
が
二
〇
％
を
超
え

る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
は

「誰
も
知
ら
な
い

明
日
」
で
あ
る
が
、
わ
か

っ
て
い
る
こ
と
は
、

人
手
不
足
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
は
、
優
秀
な
外
国
人
を
投
入

す
る
以
外
に
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日

本
の
文
化
に
と

っ
て
、
混
乱
が
生
じ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
そ
れ
に
耐
え
得
な
い
よ
う
で
あ
れ

ば
仕
方
が
な
い
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
自
国
で
仕
事
に
就
け
な
い
エ

リ
ー
ト
が
、
移
民
と
し
て
流
入
し
介
護
の
仕
事

に
就
い
て
い
る
。
日
本
語
が
話
せ
な
い
外
国
の

人
に
介
護
さ
れ
た
く
な
い
、
と
言
う
の
は
お
か

し
い
。

こ
れ
か
ら
の

「医
療
」

医
療
保
険
は
病
ん
で
苦
し
い
人
を
助
け
る
た

め
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

感
染
症
で
死
ぬ
時
代
を
経
て
、
年
を
取

っ
て

死
ん
で
ゆ
く
と
い
う
パ
タ
ー
ン
に
変
わ

っ
た
。

老
化
は
遺
伝
子
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。

み
ん
な
が
思

っ
て
い
る

「
医
療
」
と
は
、
お
医

者
さ
ん
に
行

っ
た
ら
注
射
し
て
く
れ
る
と
か
、

熱
が
下
が
る
と
か
い
っ
た
治
療
行
為
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
の
医
療
で
大
切
な
こ
と
は
、
環
境

づ
く
り
、
健
康
づ
く
り
、
健
康
診
断
、
リ

ハ
ビ

リ
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
ど
の
よ
う
な
死
に
方
を
す
る
の
か
な

ど
も
含
め
て
、
も

っ
と
大
き
な
幅
で
考
え
て
い

く
必
要
が
あ
る
。
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行
天
先
生
は
、
途
中
で
戦
後
の
体
験
談
な
ど

を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
、
国
民
健
康
保
険
制
度
の

経
緯
や
、
今
の
日
本
の
医
療
の
問
題
点
、
今
後

の
人
口
動
向
に
つ
い
て
、
熱

っ
ぽ
く
、
か
つ
わ

か
り
や
す
く
解
説
し
て
下
さ

っ
た
。

講
演
の
後
、
医
師
の
診
療
に
お
け
る
聴
診
器

の
位
置
づ
け
、
診
療
体
系
の
変
化
、
国
保
が
成

り
立
た
な
く
な
る
原
因
な
ど
に
つ
い
て
質
疑
応

答
が
あ

っ
た
。

最
後
に
樋
口
さ
ん
よ
り
、
高
齢
者
の
終
末
期

の
治
療
に
つ
い
て
質
問
が
あ

っ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、
行
天
先
生
か
ら
、
私
の
考
え
る
高
齢
者

と
い
う
の
は
、
九
十
歳
以
上
。
そ
の
位
の
年
齢

に
な

っ
た
ら
、
も
う
程
々
に
と
い
う
の
が
良
い

の
で
は
な
い
か
。
麻
酔
を
し
た
ら
果
け
る
し
、

気
管
切
開
を
し
て
ま
で
も
生
き
る
必
要
が
あ
る

の
か
ど
う
か
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
た
だ
し
、

高
齢
者
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
医
療
に
伴
う
お
金

を
節
約
す
る
の
は
言
語
道
断
で
あ
る
と
思
う
旨
、

お
話
が
あ

っ
た
。

（浅
川
典
子
・
記
）

◆
七
月
例
会
◆

七
月
例
会
は
、
二
十

一
世
紀
の
社
会
保
障
の
た
め
の
勉
強
会

「
医
療
制
度
に
つ
い
て
」
の
第

三
弾
と
し
て
、
厚
生
労
働
省
保
険
局
総
務
課
長
の
渡
遣
芳
樹
先
生
を
講
師
に
お
迎
え
し
、
医
療

制
度
改
革
に
つ
い
て
国
の
立
場
か
ら
の
お
話
を
う
か
が

つ
た
。

は
じ
め
に
、
司
会
の
沖
藤
典
子
当
会
理
事
よ
り
、
「渡
遣
先
生
は
北
海
道
出
身
、
東
大
卒
業
後

厚
生
省
に
入
省
さ
れ
、
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
に
三
年
間
暮
ら
し
て
い
ら
し
た
こ
と
も
あ
る
方
。
」
と
講

師
紹
介
。
本
テ
ー
マ
は
、
当
会
と
し
て
は
五
月
例
会
の
石
井
嘆
稽
先
生
、
六
月
例
会
の
行
天
良

雄
先
生
と
、
勉
強
会
を
積
み
重
ね
て
い
る
内
容
で
あ
る
が
、
難
し
い
テ
ー
マ
な
の
で
、
「た
く
さ

ん
の
内
容
を
、
ゆ
つ
く
り
話
し
て
欲
し
い
」
旨
講
師
の
先
生
に
依
頼
。

講
師
の
渡
遷
先
生
か
ら
は
、
「参
加
者
の
み
な
さ
ん
と
同
じ
社
会
保
障
体
系
の
中
に
い
る

一
員

で
あ
り
、
共
通
の
認
識
が
多
い
と
考
え
て
い
る
が
、
今
日
は
厚
生
労
働
省
と
い
う
国
の
立
場
か

ら
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
た
い
へ
ん
込
み
入
っ
た
内
容
の
話
で
あ
る
が
、
な
る
べ
く
解

り
や
す
く
説
明
し
た
い
。
」
と
の
お
話
が
あ
っ
た
。

ワ
ー
ド
を

つ
け
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は

「
質
の

二
十

一
世
紀
の
医
療
を
め
ぐ
る
キ
ー
ワ
ー
ド

向
上
と
サ
ー
ビ
ス
の
効
率
化
の
両
立
を
図
る
こ

あ
え
て
二
十

一
世
紀
の
医
療
を
め
ぐ
る
キ
ー
　
　
と
」
で
あ
る
。
利
害
を
超
え
た
政
策
の
立
場
か

一
年
七
月
三
日
ω

藤 遣

典 芳

樹
買
厚
生
労
働
省
保
険
局
総
務
課
長
）

子
（当
〈ム理
事
）

於

・
生
命
保
険
文
化
セ
ン
タ
ー

二
十
一
世
紀
の
社
会
保
障
の
た
め
の
勉
強
会
　
１１
¨

「医
療
制
度
の
改
革
」

講
師
・
渡

司
〈Ｔ
沖
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ら
考
え
る
と
、
医
療
と
い
う
専
門
性
の
高
い
分

野
で
あ

っ
て
も
、
無
駄
を
排
除
し
、
良
い
物
を

見
つ
け
て
い
く
努
力
が
必
要
と
な
る
。

国
民
皆
保
険
を
堅
持
す
る
た
め
の
改
革

日
本
の
社
会
保
障
制
度
が
医
療
を
カ
バ
ー
し

て
い
る
範
囲
は
、
諸
外
国
に
比
べ
て
非
常
に
大

き
い
。
昭
和
三
十
六
年
以
来
、
国
民
皆
保
険
で

あ
り
、
保
険
証

一
枚
で
ど
こ
の
医
療
機
関
で
も

受
診
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
社
会
保
障
制
度
が

医
療
を
幅
広
く
カ
バ
ー
し
て
い
る
点
は
、
他
の

国
に
類
を
見
な
い
。

し
か
し
今
こ
の
制
度
が
、
非
常
に
危
機
的
な

状
態
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
危
機
と
は

一
過
性
で
は
な
く
、
継
続
し
た
期
間
に
渡
る
だ

ろ
う
と
予
想
さ
れ
る
。
保
険
証
が
紙
切
れ
に
す

ぎ
な
く
な
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の

改
革
が
、
早
急
に
必
要
な
状
態
で
あ
る
。

政
管
健
保
、
健
保
組
合
、
国
民
健
康
保
険
の
窮
状

三
千
七
百
万
人
が
加
入
し
て
い
る
政
管
健
保

は
、
来
年
度
の
後
半
か
ら
医
療
機
関
に
支
払
う

資
金
や
、
老
人
の
医
療
制
度
の
た
め
に
支
払
う

資
金
が
な
く
な
る
。
過
去
に
お
い
て
も
こ
の
よ

う
な
危
機
は
あ

っ
た
が
、
高
度
成
長
の
時
代
に

は
、
い
ろ
い
ろ
と
や
り
く
り
す
る
こ
と
が
出
来

た
。
今
は
積
立
金
も
底
を

つ
い
て
い
る
状
態
で

あ
り
、
税
収
の
伸
び
も
見
込
め
ず
、
ゼ
ロ
成
長

に
近
い
時
代
で
あ
る
。

今
後
、
資
金
の
な
く
な

っ
た
政
管
健
保
は
、

民
間
の
市
中
金
融
機
関
に
借
金
に
行
か
ざ
る
を

得
な
く
な
る
と
予
測
さ
れ
る
。
そ
の
時
に
は
、

借
金
の
返
済
計
画
に
相
当
す
る
も
の
が
必
要
と

な
る
。
そ
れ
が
医
療
制
度
の
改
革
案
で
あ
る
。

具
体
的
な
制
度
改
革
案
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、

今
後
も
収
入
が
途
絶
え
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を

保
障
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

各
企
業
の
健
保
組
合
、
市
町
村
の
国
民
健
康

保
険
も
同
じ
よ
う
に
窮
状
に
あ
る
。
国
民
健
康

保
険
は
、
市
町
村
の

一
般
会
計
か
ら
赤
字
補
填

し
て
い
る
所
も
多
く
、
そ
の
財
政
は
窮
迫
し
て

い
る
。

老
人
保
健
制
度
の
改
革

来
年
度
の
改
革
に
つ
い
て
は
、　
い
ろ
い
ろ
な

立
場
で
の
議
論
が
あ
り
、
百
家
争
鳴
状
態
で
あ

る
が
、
改
革
の
中
心
テ
ー
マ
は
老
人
保
健
制
度

で
あ
る
。
今
の
老
人
保
健
制
度
を
、
ど
う
抜
本

高齢者医療制度の見直 しの論点

適切で効率的な医療の提供

1。 高齢者の出身の特性を踏まえた適切な医療の提供

0高齢者の1人当たり医療費は、一般の約5倍 (一般:14.8万 円 高齢者:74.1万 円)

O長期入院が多い

0健康づ くりが課題

2。 老人医療費の伸びを抑える
O経済の伸びを大きく上回る医療費の伸び

90年代の平均伸び率 国民医療費4.6%、 老人医療費7.8%、 国民所得1.6%

O老人医療費の伸びを小さくすることが課題
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的
に
改
革
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

老
人
医
療
費
の
伸
び
率
の
抑
制

今
、
医
療
費
と
し
て

一
番
伸
び
て
い
る
の
は
、

高
齢
者
の
医
療
費
で
あ
る
。
平
成
十

一
年
度
、

医
療
保
険
の
給
付
費
が

一
兆
円
増
え
た
が
、
そ

の
う
ち
九
千
億
円
は
老
人
医
療
費
の
増
加
分
で

あ
る
。
今
後
、
こ
の
老
人
医
療
費
が
、
国
民
的

な
合
意
を
得
ら
れ
る
ペ
ー
ス
内
で
伸
び
て
い
く

と
い
う
安
心
を
再
構
築
し
な
く
て
は
い
け
な
い
。

来
年
度
の
高
齢
者
医
療
制
度
の
改
革
の
大
前

提
は
、
医
療
保
険
制
度
と
し
て
納
得
で
き
る
老

人
医
療
費
の
伸
び
率
の
抑
制
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
老
人
医
療
費
の
抑
制
を
考

え
る
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
国
民
が
本
当
に
求
め

る
サ
ー
ビ
ス
は
何
か
を
考
え
る
必
要
が
出
て
く

る
。
現
行
制
度
の
大
胆
な
見
直
し
も
必
要
に
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
当
に
欲
し
い
サ
ー
ビ
ス

は
何
な
の
か
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
財
源

配
分
上
の
優
先
順
位
、
ど
ん
な
サ
ー
ビ
ス
を
優

先
的
に
取
り
上
げ
る
の
か
と
い
う
優
先
順
位
を

模
索
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

老
人
医
療
費
の
抑
制
に
つ
い
て
は
、
医
療
費

の
総
額
を
抑
制
す
る
予
算
主
義
を
考
え
て
い
る

の
で
は
な
い
。
医
療
費
の
伸
び
率
が
低
下
す
る

よ
う
な
抑
制
手
段
を
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、

老
人
医
療
費
の
伸
び
率
が
経
済
の
動
向
と
大
き

く
乖
離
し
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
、
七
十
歳
以
上
人
口
の
増
加

状
況
か
ら
、
老
人
医
療
費
の
伸
び
率
は
最
低
四
％

と
考
え
て
い
る
。

今
後
の
医
療
制
度
改
革
の
方
向
性

高
齢
者
の
医
療
制
度
改
革
は
、
若
い
人
を
合

め
た
全
人
口
を
対
象
と
し
た
医
療
制
度
の
見
直

し
の
契
機
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

保
険
料
に
つ
い
て
も
、
来
年
度
は
保
険
料
率

の
ア
ッ
プ
、
平
成
十
五
年
度
以
降
は
、
ボ
ー
ナ

ス
も
含
め
た
保
険
料
の
計
算
方
式

へ
の
変
更
を

考
え
て
い
き
た
い
。

医
療
費
の
無
駄
を
な
く
す
こ
と
も
重
要
で
あ

る
。
重
複
頻
回
受
診
し
て
い
る
人
が
い
る
。
医

療
情
報
を
十
分
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ

り
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
に
巡
り
会
う
こ
と
が
可
能

に
な
る
の
で
、　
一
ヶ
月
に
十
五
～
二
十
回
以
上

通
院
す
る
よ
う
な
こ
と
は
避
け
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
。

ま
た
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
と
医
療
サ
ー
ビ
ス
の

老人医療費の公平な分担

1.世代間の公平な分担
◇高齢者の範囲 (年齢)

0現行制度では70歳以上 (現在、人日の10。 8%⇔ 2025年 21.7%)
◇高齢者の患者負担一部負担

0現行制度では一般 :2割 ないし3割 高齢者 :1割 (外来の場合、月額 3千
円又は 5千円の上限付き)

◇高齢者の保険料負担

2。 制度間の公平な分担
◇保険料と税金の分担

0現行制度では老人医療費の 3割が税金

◇国保と被用者保険の分担
0現行制度では人数調整を行っているため、被用者保険は結果的に国保を支援
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接
点
の
中
で
、
利
用
者
の
立
場
に
立

っ
た
サ
ー

ビ
ス
の
組
み
合
わ
せ
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ

る
。
さ
ら
に
、
か
か
り
つ
け
医
が
欲
し
い
と
思
っ

て
い
る
が
な
か
な
か
見

つ
け
ら
れ
な
い
現
状
が

あ
る
こ
と
も
、
率
直
な
国
民
的
意
見
で
あ
ろ
う
。

高
齢
者
医
療
費
の
対
象
年
齢
を
七
十
五
歳
以

上
の
後
期
高
齢
者
に
移
行
す
る
と
い
う
考
え
方

も
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
前
期
高
齢
者
の
医

療
保
険
給
付
が
大
き
な
課
題
と
な
る
。

質
の
よ
い
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
と
経
営
効
果
の

向
上出

来
高
払

い
の
も
と
で
、
病
院
の
経
営
原
価

に
は
大
き
な
バ
ラ
つ
き
が
あ
る
。
医
療
サ
ー
ビ

ス
自
身
の
標
準
化
も
大
き
く
遅
れ
て
お
り
、
傷

病
名
に
対
す
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
提
供

・
経
営
管

理
手
法
が
未
整
備
で
あ
る
。
現
状
で
は
標
準
化

さ
れ
た
傷
病
名
の
コ
ー
ド
さ
え
ま
だ
な

い
状
態

で
あ
り
、
医
師
が
異
な
る
と
病
名
が
異
な
る
可

能
性
さ
え
あ
る
。
ム
グ
を
な
く
す
た
め
に
は
、

Ｄ
Ｒ
Ｇ
診
断
群
別
の
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
、

グ

ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
通
し
、
透
明
度
の
高
い

(75歳 )

(25.8%)

70月覧
37.3%

(75歳 )

(40.2%)
70月発
55.5%

【1998年度】
1億2,649万 人   29.8兆円

【2025年度】
1億 2,091万 人   81.4兆円

老人医療費の占める割合

数 人 数

(15.6%)

21.7%

(1188911人 )

医療費

(32.17兆円)

医療費人
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医
療
サ
ー
ビ
ス
提
供
現
場
に
変
え
て
い
く
こ
と

が
、
質
の
向
上
と
経
営
効
率
の
向
上
の
大
原
則

で
あ
る
。

保
険
者
の
仕
事

保
険
者
の
仕
事
に
つ
い
て
も
考
え
な
く
て
は

い
け
な

い
。
介
護
保
険
に
お
い
て
は
、
保
険
者

は
全
国
的
に
熱
意
を
持

っ
て
そ
の
働
き
を
遂
行

し
て
い
る
が
、
医
療
保
険
に
つ
い
て
は
、
そ
う

と
も
言
え
な
い
。
加
入
者
の
健
康
や
医
療
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
具
体
的
に
は
何
も
し
て
き
て
お

ら
ず
、
医
療
保
険
者
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し

て
い
な
い
。
こ
れ
か
ら
は
保
険
者
の
機
能
の
強

化
が
必
要
で
あ
る

講
演
の
後
、
以
下
の
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て

質
疑
応
答
が
あ
っ
た
。

年
金
の
国
庫
負
担
分
に
つ
い
て
。
今
年
度
か

ら
高
齢
者
の
医
療
費
負
担
に
つ
い
て
、
医
療
費

通
知
が
来
る
ま
で
、
自
分
の
払

っ
た
医
療
費
が

い
く
ら
か
解
ら
ず
、
受
診
す
る
側
の
コ
ス
ト
意

識
が
薄
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
現
在
改
革
案
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
四
類
型
に
つ
い
て
の
そ

れ
ぞ
れ
の
限
界
点
に
つ
い
て
。

活
発
に
出
さ
れ
た
質
問
に
対
し
、
率
直
で
、

な
お
か
つ
慎
重
な
お
答
え
を
い
た
だ
い
た
。

最
後
に
樋
口
代
表
か
ら
、
政
府
の
や

っ
て
い

る
こ
と
は
難
し
い
が
、
私
た
ち
も
理
解
し
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ク
セ
ス
の
よ
い
国

民
皆
保
険
は
守

っ
て
い
き
た
い
の
で
、
厚
生
労

働
省
は
非
難
を
恐
れ
ず
、
是
非
、
大
胆
な
試
案

を
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
エ
ー
ル
を
送

っ
た
。

講
師
の
渡
邊
先
生
は
、
解
り
や
す
い
言
葉
で
、

か
み
砕
い
て
説
明
し
て
下
さ

っ
た
が
、
厚
い
資

料
を
理
解
し
な
が
ら
、
話
の
内
容
に
つ
い
て
い

く
た
め
に
は
、
更
な
る
研
鑽
が
必
要
で
あ
る
と

痛
感
さ
せ
ら
れ
た
勉
強
会
で
あ

っ
た
。

（浅
川
典
子
・
記
）

終末期 医療 をめ ぐり各方面 か ら指摘 されてい る事項
○患者や家族の精神的ケアや患者の医療・療養ニーズに応えることので
きる緩和ケフ病棟 (ホスピス)の整備が不十分。また、その質の確保・
評価が課題。

○介護施設での終末期にふわしいケアの提供が未整備。
○終末期医療に対応できる施設の整備のみでは限界。在宅機能を有し、
医療機関がバックアップできる新たなサービスがJ21要。

○家族が在宅で支える場合の支援策が不十分。
※ 社会保障改革大綱 (抜粋 )

。できる限り本人の意思を尊重 し、尊厳をもって安らかに最期を迎えられるよう、
終末期医療の在 り方を検討する。
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リ
レ
ー

。
エ
ツ
セ
イ

④

「女
性
の
視
点
で

県
政
を
」

ヽ
♂
ヽ
ま
ヽ
♂
ヽ
ダ
ヽ
ダ
ヽ
♂
蹂
♂
ヽ
♂
ヽ
♂
ヽ
♂
ヽ
♂
ヽ
ダ
ヽ
ま
ヽ
♂
ヽ
♂
ヽ
♂
ヽ
♂
ヽ
♂
ヽ

私
は
七
月
二
十

一
日
で
六
十
九
歳
に
な

っ
た
。　
　
が
高
齢
者
問
題
に
対
し
て
も
、
障
害
者
福
祉

二
十
年
間
勤
め
た
Ｔ
Ｂ
Ｓ
の
定
年
は
六
十
歳
だ
　
　
つ
い
て
も
、
保
育
や
教
育
の
分
野
で
も
ほ
と

か
ら
、
若
い
頃
は
六
十
代
の
後
半
と
も
な
れ
ば
、　
　
ど
な
い
の
で
あ
る
。
皆
無
と
い
っ
て
い
い
。

好
き
な
山
歩
き
を
す
る
な
ど
、
優
雅
、
悠
々
自
　
　
か
ら
い
ま
や
歳
な
ど
問
題
で
は
な
い
。
私
は

適
の
日
々
を
送
る
も
の
と
思

っ
て
い
た
。
そ
れ
　
　

えヽ
尽
き
症
候
群
に
な
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ

が
で
あ
る
。
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
千
葉
県
の
知
　
　
な
が
ら
、
夢
中
に
な

っ
て
駆
け
出
し
た
。

事
に
就
任
し
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
優
雅
ど
こ
　
　
　
ま
ず
Ｄ
Ｖ
。
国
会
議
員
を
辞
め
る
ま
で
手
掛

ろ
か
我
が
人
生
で
最
も
責
任
の
重
い
、
ま
た
多
　
　
け
て
き
た

「
配
偶
者
に
対
す
る
暴
力
防
止
法
」

忙
な
毎
日
を
過
ご
し
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
る
。
県
庁
職
員
を
集
め
て
講
演
を
行
い
、

立
候
補
す
る
時
も
歳
が
気
に
な

っ
て
迷
っ
た
。　
　
Ｄ
Ｖ
担
当
者
を
募
る
。
県
警
本
部
の
警
察
官
が

し
か
し
、
「ど
う
し
て
も
女
性
知
事
を
…
」
と
い
　
　
手
を
上
げ
た
の
は
嬉
し
か
っ
た
。
女
性
二
人
、

う
熱
い
ラ
ブ
コ
ー
ル
に
押
さ
れ
て
出
馬
し
た
。
　
　
男
性
二
人
の
四
人
体
制
で
Ｄ
Ｖ
チ
ー
ム
は
ス
タ
ー

千
葉
の
女
性
た
ち
は
正
し
か
っ
た
。
な
に
し
ろ
　
　
卜
し
た
。

知
事
に
な
っ
て
驚
い
た
こ
と
に
、
女
性
の
視
点
　
　
　
次
に
女
性
の
健
康
と
医
療
。
私
は
リ
プ
ロ
グ

堂 :

本を

暁曽

子こ

け 燃 だ ん に ♂格♂格♂ヽ♂格♂粍♂ヽダヽ♂格

ク
テ
ィ
ブ

・
ヘ
ル
ス
／
ラ
イ

ッ
に
取
り
組
ん
で

す
で
に
二
十
年
以
上
に
な
る
が
、
国
会
議
員
と

し
て
悪
戦
苦
闘
し
た
も
の
の

「女
性
健
康
福
祉

基
本
法
」
の
よ
う
な
法
律
を

つ
く
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
世
界
の
潮
流
か
ら
日
本
は
遅
れ

る
ば
か
り
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
知
事
に
な

っ
て
初
め
て

「女
性
の

健
康
」
政
策
を
具
体
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ

た
。
県
立
東
金
病
院
に

「女
医
に
よ
る
女
性
専

用
医
療
外
来
」
を

つ
く
り
、
千
葉
大
の
医
学
部

で
は

「女
性
専
用
医
学
講
座
」
が
開
設
さ
れ
る

こ
と
に
な

っ
た
。

樋
日
恵
子
さ
ん
と
は
昭
和
七
年
生
ま
れ
で
同

い
歳
。
二
人
共
ど
も

の
ん
び
り

「
老

い
の
日
」

を
楽
し
む
の
は
八
十
代
に
な

っ
て
か
ら
な
の
だ

ろ
う
か
。　
一
番
、
迷
惑
を
か
け
て
い
る
の
は
九

十
二
歳

の
母
で
、
食
事
を

つ
く

っ
て
上
げ
る
暇

が
な
か
な
か
な

い
の
で
あ
る
。

プ

ロ
フ
ィ
ー
ル

元
Ｔ
Ｂ
Ｓ
報
道
局
記
者

・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
。　
一
九

八
九
年
参
議
院
議
員
当
選
、
自
社
さ
連
立
政
権
に
新

党
さ
き
が
け
党
首
と
し
て
参
画
。
二
〇
０

一
年
四
月

千
葉
県
知
事
就
任

（次
回
は
交
渉
中
で
す
）
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○
○
○
○
○
○
０
０
０
０
◎
◎
○
◎
○
○
○
○
○
◎
◎
○
◎
○
◎
○
○
◎
◎
０
●
◎
○
◎
◎
◎
◎
○

◎◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
「
引
「
∃
　
　
　
私
は
も
と
も
と
経
済
人
で
し
た
。
東
京
の
大
　
　
た
い
、
い
つ
か
住
ん
で
み
た
い
、
う
れ
し
い
ま

①
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
平
男
　
一　
　
学
を
卒
業
し
、
父
の
商
売
を
継
ぐ
た
め
青
森
市
　
　
ち
」
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。

赫　　　　　　わ准埋　　　一」‐‐会長。　一　　け饉一漱一励引計口をノレ惇̈
謝導展釧０社　　に腱枚ｒ嘲高‐こ編誦け檄権々．嘲粧札だ料̈

い　　　　　　い・訊　　　一師鵡　一　　江餞』綺様し、剣琳̈
狩い鷹直拗一」‐こ夜畦珊　　腋師狩琳ノレを回減臓けりＦ仁〔燎獄̈
秋講

間
も
セ
ー
ル
ス
を
し
た
　
　
森
の
恵
ま
れ
た
素
晴
し
い
自
然
を
綺
麗
な
ま
ま

分
の
人
柄
に
惣
れ
て
頂
　
　
引
き
継
ぐ
た
め
、
市
政
に
傾
注
し
て
い
き
た
い

話
を
す
る
こ
と
が
大
事
　
　
と
考
え
て
い
ま
す
。

感
じ
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
　
最
後
に
、
私
が
心
の
奥
に
大
切
に
、
時
々
出

の
副
会
頭
時
代
に
感
じ
　
　
し
て
は
、
ま
た
引

っ
込
め
て
い
る
、
サ
ミ
ュ
エ

ま
ち
づ
く
り
に
は
、
行
　
　
ル
・
ウ
ル
マ
ン
の
詩

「青
春
」
の

一
節
を
紹
介

は
な
く
、
行
政
へ
の
提
　
　
し
ま
す
。

り
、
何
よ
り
も
、
自
分
　
　
青
春
レ
）は
人
生
の
或
る
期
間
を
言
う
の
で
は
な
く
心
の

市
民
が
た
く
さ
ん
い
な
　
　
様
相
を
言
う
の
だ
。
…
中
略
…

つヽ
こ
と
で
し
た
。　
　
　
　
　
年
を
重
ね
た
だ
け
で
は
人
は
老
い
な
い
。
理
想
を
失
う

そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
市
長
に
立
候
　
　
時
に
初
め
て
老
い
が
く
る
。
…
中
略
…

補
す
る
こ
と
に
な
り
、
今
年
で
四
期
十
三
年
目
　
　
人
は
信
念
ン
一共
に
若
く
　
疑
惑
と
共
に
老
ゆ
る
。

を
迎
え
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
、
あ
ら
　
　
人
は
自
信
ル
）共
に
若
く
　
恐
怖
と
共
に
老
ゆ
る
。

ゆ
る
場
面
で
の
経
験
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
　
　
希
望
あ
る
限
り
若
く
　
失
望
と
共
に
老
い
朽
ち
る
。

に
役
立

っ
て
い
る
こ
と
を
痛
感
し
、
人
と
人
と
　
　
・‥
略
…

の
出
会

い
を
大
切
に
し
て
お
り
ま
す
。
政
治
家
　
　
　
い
つ
ま
で
も
、
こ
の
気
持
ち
を
忘
れ
る
こ
と

と
い
う
よ
り
は

「都
市
の
プ

ロ
デ

ュ
ー
サ
ー
」
　
　
な
く
、
い
つ
も
そ
ば
に
い
る
妻
と
こ
れ
か
ら
の

を
つ
と
め
る
積
り
で
、
「
い
つ
ま
で
も
住
ん
で
い
　
　
人
生
を
謳
歌
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

○
○
◎
○
○
◎
◎
○
○
○
○
○
◎
◎
◎
◎
◎
○
○
○
○
◎
○
○
○
○

1932年 生 まれ。早稲田大学理工学部卒業。青森三菱 自動車販売榊取締役社長。平成

元年 5月 青森市長に就任、現在 4期 目。青森県市長会会長。全国市長会副会長。男女

共同参画会議議員など。
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「
風
の
と
お
る
道
」

テ
　
基

・
著

（中
央
法
規
刊
　
一
八
〇
〇
円
＋
税
）

「共
生
」
は
、
五
年
前
貴
会
の
会
合
に
招
か

れ
て
、
映
画

「愛
の
黙
示
録
」
上
映
会
で
樋
日

恵
子
氏
と
対
談
し
た
時
と
同
様
に
、
今
も
な
お

私
の
ラ
イ
フ
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
。

介
護
保
険
が
ス
タ
ー
ト
し
て
以
来
、
改
め
て

自
分
が
歩
ん
だ
道
を
振
り
返
り
、
ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー
と
し
て
の
働
き
を
今

一
度
確
か
な
も

の
と
し
た
い
、
そ
れ
が
筆
を
執

っ
た
動
機
で
す
。

日
本
人
の
母
、
韓
国
人
の
父
、
日
本
人
の
妻
、

そ
し
て
娘
と
親
子
三
代
に
わ
た

っ
て
福
祉
の
世

界
に
生
き
る
こ
と
に
な

っ
た
精
神
的
支
柱
は
何

処
に
あ
り
、
何
を
追

い
求
め
て
い
る
の
か
に
思

い
を
注
ぎ
ま
し
た
。

韓
国
人

・
朝
鮮
人
に
対
す
る
差
別
の
現
実
を

身
に
感
じ
な
が
ら
も
、　
Ｔ
フ
ボ
ジ

・
ハ
ル
モ
ニ

の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

「故
郷
の
家
」
づ
く

り
に
私
達
を
邁
進
さ
せ
た
数
々
の
出
会
い
。
善

意

。
支
え
を
書
い
て
い
ま
す
。

こ
の
本
は
、　
い
ろ
い
ろ
な
風
が
吹
く
中
、
在

日
コ
リ
ア
ン
の
文
化
を
尊
重
す
る
施
設
が
建
設

さ
れ
る
ま
で
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
、
息
切
れ
し

な
く
夢
を
求
め
て
走

っ
て
き
た
実
践
報
告
書
で

あ
り
、
ま
た
、
在
日

一
世
の
幸
せ
を
願
う
人
々

の
記
録
で
あ
り
ま
す
。

「
私
の
ま
ち
の
介
護
保
険

～
地
方
で
の
取
り
組
み
実
践
例
」

樋
口
恵
子
編
著

（ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
一房
刊
　
一
一四
〇
〇
円
＋
税
）

「介
護
保
険
」
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
半
年
後

の
二
〇
〇
０
年
九
月
、
当
会
全
国
大
会
が
長
野

市
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
全
体
会
で
報
告
さ
れ
た

介
護
保
険
の
実
施
状
況
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
、
企

画
さ
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

さ
て
、
あ
な
た
の
ま
ち
の
介
護
保
険
は
今
、

ど
う
な

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

各
市
町
村
の
介
護
保
険
を
、
住
民
参
加
に
よ

る
地
方
自
治
の
様
子
を
市
民
の
立
場
か
ら
、
導

入
前
後
の
慌
た
だ
し
い
動
き
を
含
め
て
行
政
の

立
場
か
ら
、
導
入
前

。
後
の
取
り
組
み
や
今
後

の
展
望
と
課
題
、
各
市
町
村
の
独
自
の
福
祉
施

策
を
も
交
え
て
レ
ポ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
。
取
り

上
げ
た
の
は
七
市
町
村
、
北
か
ら
札
幌
市
、
宮

古
市
、
東
京
都
足
立
区
、
横
浜
市
、
長
野
県
泰

阜
村
、
大
津
市
、
北
九
州
市
ま
で
。
最
後
は
、

大
森
爾

・
千
葉
大
学
法
経
学
部
教
授
と
樋
口
恵

子

。
当
会
代
表
の
対
談
で
、
よ
い
介
護
保
険
が

育

つ
の
を
見
守

っ
て
い
く
、
と
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
。

樋
口
さ
ん
の

「介
護
保
険
で
わ
が
町
を
変
え

る
こ
と
が
で
き
る
」
の
言
葉
は
、
私
た
ち
に
元

気
を
与
え
て
く
れ
る
。
　

　

（望
月
幸
代

・
記
）

富
山
大
会

（九
月
十
五
日
～
十
六
日
）
も
間

近
と
な
り
ま
し
た
。
お
申
し
込
み
は
お
済
み
で

し
ょ
う
か
。
多
く
の
会
員
の
皆
様
と

「
い
つ
も

キ
ト
キ
ト
旬
の
国
、
富
山
県
」
で
お
会

い
で
き

る
の
を
楽
し
み
に
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

昨
年
の
長
野
大
会
報
告
書

（分
科
会
を
中
心

に
編
集
）
が
富
山
大
会
に
合
わ
せ
て
刊
行
の
予

定
。
会
場
で
ぜ
ひ
お
買
い
求
め
く
だ
さ
い
。

螂

★
八
月
二
十
四
日

（金
）
の
例
会
は
日
立
女
性

会
館

「
ヌ
エ
ッ
ク
」
（埼
玉
県
嵐
山
町
）
で
す
。

お
近
く
の
皆
様
は
お
友
達
と
ご

一
緒
に
、
当
会

の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
ま
ず
お
立
ち
寄
り
を
／

★
九
月
八
日

（土
）
の
例
会
は
代
表
が
館
長
を

務
め
る

「
女
性
と
仕
事
の
未
来
館
」
で
開
催
し

ま
す
。
事
前
の
申
し
込
み
は
不
要
で
す
が
、
初

め
て
の
方
は
館
内
見
学
も
か
ね
て
、
少
し
早
め

に
お
で
か
け
く
だ
さ
い
。

＊
チ
ラ
シ
参
照

★
十
月
例
会
は
十
二
日

（金
）
午
後
の
予
定
。

★
九
月
の
オ
ー
プ
ン
ハ
ウ
ス
は
振
替
休
日
の
た

め
十
月

一
日

（月
）
に
変
更
し
ま
す
。
秋
風
吹

く
頃
で
す
の
で
お
で
か
け
を
。

（新
井
倭
久
子
）

●         本 の 紹 介
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