
特集
は
じ
め
に

　
「
住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
し
続
け

た
い
」
と
は
誰
し
も
に
共
通
す
る
願

い
で
す
が
、
年
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
、

こ
の
願
い
は
さ
ら
に
強
く
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
願
い
の
下
で
は
、
住
ま

い
、
近
隣
の
人
た
ち
、
顔
な
じ
み
の
店
、

見
慣
れ
た
風
景
等
々
の
全
て
が
、
そ

の
人
に
と
っ
て
大
切
な
財
産
で
あ
り
、

明
日
に
希
望
を
つ
な
ぐ
貴
重
な
資
源

に
な
り
ま
す
。

　
「
福
祉
」
と
は
、
人
び
と
の
周
り
に

あ
る
社
会
資
源
を
使
い
な
が
ら
、
個
々

人
の
願
い
を
実
現
す
る
た
め
に
考
え

出
さ
れ
た
、
現
代
社
会
の
智
慧
な
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
本

稿
で
は
、こ
の
現
代
社
会
の
智
慧
（「
福

祉
」）
に
つ
い
て
、
過
不
足
の
問
題
や

制
度
論
と
し
て
で
は
な
く
、「
福
祉
の

担
い
手
」
に
視
点
を
お
い
て
考
え
て

み
ま
す
。

自
助
・
共
助
・
公
助

　

日
本
の
福
祉
は
、「
自
助
・
共
助
・

公
助
」
の
大
き
く
３
つ
の
援
助
形
態

か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
生
活
の

基
本
は
、
自
分
自
身
や
家
族
を
中
心

に
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
福
祉

の
基
本
的
な
担
い
手
は
「
自
助
」
と

い
わ
れ
る
自
分
自
身
や
家
族
に
な
り

ま
す
。
そ
の
上
で
、
自
分
自
身
や
家

族
の
手
に
負
え
な
い
部
分
や
そ
の
負

担
の
一
部
を
軽
減
す
る
た
め
に
「
公

助
」
と
い
わ
れ
る
国
・
県
・
市
町
村

に
よ
る
公
的
支
援
が
投
入
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、「
結
い
（
ゆ
い
）」
等
の
慣

行
を
基
に
し
た
関
わ
り
が
「
共
助
」

と
し
て
そ
の
間
を
埋
め
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
日
本
の
福
祉
は
「
自
助
」

を
基
本
に
し
な
が
ら
「
公
助
」
で
あ

る
公
的
サ
ー
ビ
ス
を
拡
大
す
る
形
で

「
福
祉
の
充
実
」
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
構
造
か
ら
、
福
祉
の

充
実
は
常
に
「
自
助
」
と
「
公
助
」

の
関
わ
り
の
中
で
語
ら
れ
る
こ
と
が

多
く
、「
お
互
い
様
」
と
し
て
地
域
社

会
で
交
わ
さ
れ
る
「
共
助
」
に
視
点

を
向
け
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
の
で

す
。
こ
の
こ
と
は
、「
共
助
」
の
主
な

担
い
手
で
あ
っ
た
同
質
性
や
拘
束
性

を
持
っ
た
地
域
社
会
（
伝
統
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
が
、産
業
構
造
の
変
化
、

都
市
化
、
商
品
経
済
の
浸
透
、
多
様

な
人
材
流
入
や
人
口
の
流
動
化
な
ど

の
社
会
経
済
状
況
の
変
化
の
下
に
弱

体
化
し
て
い
っ
た
こ
と
も
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

共
助
の
拡
大

　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
全
国

一
律
に
底
上
げ
を
図
っ
て
き
た
福
祉

は
、
市
民
生
活
の
多
様
化
・
個
別
化

を
尊
重
す
る
も
の
に
変
わ
ろ
う
と
し

て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
域
特
性
を
取
り
入
れ
た
福
祉

の
あ
り
方
を
問
う
、
地
域
福
祉
が
主

流
化
す
る
社
会
へ
の
転
換
を
生
み
出

す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
時
代
に
な
っ
て
、
今
、

改
め
て
地
域
住
民
の
参
画
を
基
本
に

し
た
「
共
助
」
に
視
点
を
置
く
取
り

組
み
の
必
要
性
が
語
ら
れ
始
め
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
過
程
で
、
従
来
の
共

助
が
、
新
た
な
公
共
や
商
助
と
言
わ

れ
る
企
業
の
社
会
貢
献
（
C
S
R
）
な

ど
も
取
り
込
み
、
そ
の
存
在
を
大
き

く
し
つ
つ
あ
り
ま
す
（
図
1
）。

事
例
か
ら
学
ぶ
共
助
の
担
い
手

　

こ
の
「
共
助
」
に
着
目
す
る
と
、
実

は
私
た
ち
の
ま
わ
り
に
は
多
様
で
豊
富

な
社
会
資
源
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に

気
付
か
さ
れ
ま
す
。
本
稿
の
テ
ー
マ
で

あ
る
「
高
齢
者
福
祉
」
に
沿
っ
た
身
近

な
事
例
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
　

�　
　

�　
　

�　
　

　

ま
ず
始
め
に
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
高
齢
者
は
、
家
族
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
地
域
に
と
っ
て
も
「
大

切
な
財
産
で
あ
る
」と
い
う
こ
と
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
高
齢
者
を
「
弱
っ
た
病

気
が
ち
の
人
」「
介
護
を
必
要
と
す
る

人
」
等
々
、「
支
援
を
必
要
と
す
る
人
」

と
し
て
の
側
面
に
必
要
以
上
に
と
ら
わ

れ
て
い
る
感
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

次
の
数
字
を
見
て
く
だ
さ
い
。
宮
城
県

の
65
歳
以
上
人
口
は
50
万
8
，
1
3
6

人
（
高
齢
化
率
21
・
8
%
）
で
す
。
そ

の
う
ち
、
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

方
（
介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
）
は
、

7
万
9
，
1
6
3
人
（
15
・
6
%
）
に

過
ぎ
ま
せ
ん
（
宮
城
県
長
寿
社
会
政
策

課
平
成
21
年
3
月
末
現
在
）。
つ
ま
り
、

65
歳
以
上
高
齢
者
の
8
割
以
上
の
方
々

は
、
仕
事
か
ら
も
解
放
さ
れ
元
気
で
老

後
を
過
ご
し
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
方
々
は
、「
旭
が
丘
小
学
校
児

童
の
安
全
を
守
り
隊
」の
一
員
と
し
て
、

子
ど
も
達
が
毎
朝
学
校
に
通
う
通
学
路

を
自
動
車
等
か
ら
守
っ
て
く
れ
た
り

（
仙
台
市
旭
が
丘
地
区
）、
放
課
後
に
昔

遊
び
を
一
緒
に
す
る
な
ど
の
遊
び
相
手

に
な
っ
た
り
（
川
崎
町
支
倉
地
区
）
し

て
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
元
気
な
高
齢
者
だ
け
で
は
な

く
、
介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
で
あ

っ
て
も
、
春
秋
の
交
通
安
全
県
民
総
ぐ

る
み
運
動
街
頭
啓
発
活
動
に
参
加
し
、

小
学
校
近
く
の
交
差
点
で
登
校
し
て
く

る
小
学
生
に
元
気
な
声
が
け
を
し
て
い

た
り
（
富
谷
町
）、
日
頃
か
ら
交
流
の

あ
る
小
学
校
へ
お
掃
除
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

と
し
て
出
向
く
（
栗
原
市
鶯
沢
）
な
ど
、

多
少
の
支
援
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

要
介
護
の
状
態
に
あ
る
高
齢
者
で
あ
っ

て
も
社
会
的
役
割
を
果
た
せ
て
い
る
の

で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
と
、
人
口

の
高
齢
化
が
進
む
こ
と
は
、
社
会
資
源

が
増
す
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。
こ
の

た
め
、
高
齢
者
を
社
会
資
源
化
で
き
る

か
否
か
（
社
会
的
役
割
を
持
て
る
よ
う

に
す
る
か
否
か
）
は
、
活
気
の
あ
る
社

会
に
な
れ
る
か
ど
う
か
に
も
関
わ
っ
て

く
る
重
要
な
課
題
な
の
で
す
。
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ま
た
、
次
の
よ
う
な
事
例
も
あ
り
ま

す
。
現
在
、
高
齢
者
福
祉
を
考
え
る
際

に
、
認
知
症
対
策
を
避
け
て
は
通
れ
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、
住
み
慣
れ
た
地
域
で

暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
国
を
挙
げ

て
認
知
症
の
人
達
の
「
杖
（
つ
え
）」

に
な
っ
て
も
ら
え
る
人
を
増
や
す
た
め

に
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
が

各
地
で
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
、
お
寿
司
屋
さ
ん

が
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
を
受

け
、
お
店
の
入
り
口
に
、
認
知
症
に
な

っ
て
も
安
心
し
て
お
寿
司
を
楽
し
ん
で

も
ら
え
る
よ
う
ス
テ
ッ
カ
ー
を
貼
り
、

地
域
や
施
設
で
暮
ら
す
高
齢
者
を
受
け

入
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
（
大
崎
市
古

川
）。
ま
た
、
日
帰
り
温
泉
の
職
員
が

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
講
座
を
受
講
し
、

安
心
し
て
温
泉
を
楽
し
ん
で
も
ら
お
う

と
し
て
い
ま
す
（
加
美
町
宮
崎
）。
さ

ら
に
は
、
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
の
人
た

ち
が
集
ま
っ
て
オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ
の
会

を
結
成
し
、
そ
の
方
々
が
中
心
に
な
っ

て
地
元
の
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
や
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
協
同
し
て
、
高
齢

者
の
見
守
り
や
相
談
相
手
に
な
る
「
長

寿
見
守
り
隊
」
の
活
動
を
行
っ
て
い
ま

す
（
大
河
原
町
）。
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想
い
を
同
じ
く
す
る
人
た
ち
が
集
ま

り
、
そ
の
想
い
を
支
え
る
ほ
ん
の
わ
ず

か
な
支
援
が
あ
る
だ
け
で
、
高
齢
者
は

地
域
の
大
き
な
社
会
資
源
に
な
り
ま

す
。
平
野
は
こ
の
よ
う
な
状
況
が
広
が

っ
て
い
く
よ
う
「
地
域
福
祉
の
推
進
力

を
、
福
祉
の
地
域
力
と
地
域
の
福
祉
力

の
合
力
（
協
同
）
に
よ
っ
て
形
成
す
る
」

（
平
野
隆
之 

2
0
0
8
：
1
8
5
）
こ

と
を
提
案
し
て
い
ま
す
（
図
2
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
行
政
や
社
会
福
祉
施

設
と
地
域
住
民
が
協
同
す
る
こ
と
で
、

地
域
福
祉
を
推
進
す
る
力
を
生
み
出
せ

ま
す
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
事
例
は
、

ま
さ
に
行
政
や
社
会
福
祉
施
設
と
地
域

住
民
が
協
同
し
て
目
前
の
課
題
に
取

り
組
ん
だ
成
果
そ
の
も
の
だ
っ
た
の

で
す
。

結
び
に
か
え
て

　

紹
介
し
た
活
動
か
ら
見
え
て
く
る

の
は
、
活
動
し
て
い
る
人
た
ち
に
気

負
い
が
な
い
こ
と
、
関
わ
る
相
手
に

喜
ん
で
も
ら
え
る
こ
と
に
自
分
自
身

の
生
き
が
い
感
や
楽
し
さ
を
持
っ
て

い
る
姿
、
そ
し
て
、
わ
ず
か
な
「
わ

ず
ら
わ
し
さ
」
を
受
け
入
れ
て
い
る

姿
勢
で
す
。
こ
う
し
た
姿
を
見
る
た

び
に
感
じ
る
の
は
、
わ
ず
か
な
支
え

と
役
割
を
持
て
る
場
（
出
番
）
を
整

え
る
こ
と
で
、
介
護
を
必
要
と
す
る

よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
一
人
の

生
活
者
と
し
て
社
会
的
役
割
を
担
え

る
地
域
社
会
を
築
い
て
い
け
る
と
い

う
確
信
で
す
。

　

高
齢
者
福
祉
を
身
近
な
と
こ
ろ
か

ら
見
て
い
く
と
、
私
達
が
で
き
る
こ

と
は
意
外
な
ほ
ど
多
い
の
で
す
。
私

た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、「
楽
し
さ
」
と

わ
ず
か
な
「
わ
ず
ら
わ
し
さ
」
を
持

っ
て
気
負
い
な
く
地
域
福
祉
と
関
わ

っ
て
い
く
「
は
じ
め
の
一
歩
」
を
踏

み
出
す
こ
と
で
、「
住
み
慣
れ
た
地
域

で
暮
ら
し
続
け
た
い
」
と
い
う
多
く

の
人
び
と
の
願
い
に
応

え
ら
れ
る
地
域
社
会
を

築
い
て
い
け
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
寄
稿
）

「福祉みやぎ」は、全ページの下部隅に「ＳＰコード」を入れています。これを専用の読み取り装置「スピーチオ」に通すと、
紙面に印刷された活字の情報を音声で聞くことができます。高齢者や視覚障害者の方の情報手段として有効です。

高
齢
者
福
祉
を
考
え
る

～
福
祉
の
担
い
手
に
着
目
し
た
事
例
か
ら
～

本
間　

照
雄 

氏

　

宮
城
県
北
部
保
健
福
祉
事
務
所 

副
所
長
兼
地
域
保
健
福
祉
部
長

　

宮
城
県
社
会
福
祉
協
議
会 

社
協
活
動
実
践
研
究
委
員
会
委
員

図１ 今後の地域福祉型社会福祉実施体制
　　（community based social work）
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