
　

高
齢
化
社
会
と
い
わ
れ
る
中
、
年
齢
を

理
由
に
家
庭
や
社
会
の
中
で
高
齢
者
が
疎

外
さ
れ
た
り
、
介
護
を
必
要
と
す
る
高
齢

者
に
対
す
る
身
体
的
・
心
理
的
虐
待
、
財

産
を
本
人
に
無
断
で
家
族
が
処
分
す
る
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

高
齢
者
に
対
す
る
尊
敬
や
感
謝
の
心
を

育
て
る
と
と
も
に
、
高
齢
者
の
持
つ
優
れ

た
知
識
や
経
験
な
ど
を
生
か
し
て
社
会
参

加
し
て
も
ら
う
こ
と
も
大
切
で
す
。

　

高
齢
者
に
な
る
こ
と
は
、
誰
も
避
け
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
高
齢
者
の
人
権
を

大
切
に
す
る
こ
と
は
決
し
て
他
人
ご
と
で

な
く
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
問
題
と
し

て
考
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

男
女
平
等
の
理
念
は
、
日
本
国
憲
法
に

明
記
さ
れ
て
お
り
、
法
制
上
も
男
女
雇
用

機
会
均
等
法
な
ど
に
よ
っ
て
、
男
女
平
等

の
原
則
が
確
立
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
現
実
に
は
今
な
お
、
例
え
ば

「
男
は
仕
事
、
女
は
家
庭
」
と
い
っ
た
男
女

の
役
割
を
固
定
的
に
と
ら
え
る
意
識
が
社

会
に
根
強
く
残
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が

家
庭
や
職
場
に
お
い
て
種
々
の
男
女
差
別

を
生
む
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
配
偶
者
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の

暴
力
や
職
場
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
、
男
女
間
に
お
け
る
あ

ら
ゆ
る
形
態
の
暴
力
問
題
も
、
男
女
の
人

権
に
関
す
る
重
大
な
問
題
の
一
つ
で
す
。

　

学
校
な
ど
で
は
陰
湿
な
「
い
じ
め
」
が

発
生
し
た
り
、
家
庭
で
は
親
に
よ
る
子
ど

も
へ
の
「
虐
待
」
が
増
加
す
る
な
ど
、
子

ど
も
の
人
権
を
著
し
く
侵
害
す
る
行
為
が

起
き
て
い
ま
す
。

　

子
ど
も
の
人
権
を
守
る
た
め
に
は
子
ど

も
が
子
ど
も
と
し
て「
生
き
る
権
利
」、「
育

つ
権
利
」、「
守
ら
れ
る
権
利
」、「
参
加
す

る
権
利
」
な
ど
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
誰
も
が
子

ど
も
の
人
権
を
大
切
に
す
る
環
境
づ
く
り

を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

障
が
い
の
あ
る
人
の
社
会
参
加
と
自
立

を
実
現
す
る
た
め
に
「
障
が
い
者
と
共
に

生
き
る
」
と
い
う
社
会
の
意
識
づ
く
り
が

大
切
で
す
。
障
が
い
者
は
、
障
が
い
の
な

い
人
と
違
っ
た
特
別
の
存
在
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
社
会
全
体
で
障
が
い
者
が
あ
り
の

ま
ま
の
姿
で
参
加
で
き
る
社
会
の
し
く
み

を
構
築
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

日
本
人
は
、異
な
る
文
化
や
生
活
習
慣
、

言
語
を
持
つ
人
々
と
の
つ
き
あ
い
が
苦
手

と
い
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、一
部
の
外
国
人

が
ト
ラ
ブ
ル
を
起
こ
す
と
、
す
べ
て
の
外

国
人
に
対
し
て
不
当
な
扱
い
を
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
国
籍
や
民
族
、
人
種
を
超

え
て
お
互
い
の
文
化
や
価
値
観
を
認
め
共

存
し
て
い
く
と
い
う
国
際
化
時
代
に
ふ
さ

わ
し
い
人
権
意
識
を
育
ん
で
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

同
和
問
題
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
に

お
い
て
諸
施
策
を
総
合
的
・
計
画
的
に
実

施
し
て
き
た
結
果
、
実
態
的
差
別
の
解
消

に
つ
い
て
は
大
き
く
前
進
し
ま
し
た
。
ま

た
、
教
育
、
啓
発
活
動
が
行
わ
れ
て
き
た

こ
と
に
よ
り
、
同
和
問
題
に
対
す
る
理
解

も
深
ま
っ
て
き
て
お
り
、
成
果
は
着
実
に

進
展
し
て
い
ま
す
。

　

本
市
で
も
、
差
別
の
な
い
明
る
く
住
み

よ
い
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
啓
発
や
研
修

を
進
め
て
い
ま
す
。
因
習
や
偏
見
、
世
間

体
な
ど
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
人
権
と

い
う
視
点
か
ら
解
決
へ
の
取
り
組
み
を
積

極
的
に
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

ア
イ
ヌ
の
人
々
、
エ
イ
ズ
や
ハ
ン
セ
ン

病
な
ど
の
感
染
症
に
か
か
っ
た
人
、
罪
を

犯
し
た
人
、
そ
の
家
族
に
対
す
る
偏
見
や

差
別
、
世
界
に
は
人
種
差
別
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
人
権
問
題
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
近
年
、
高
度
情
報
化
社
会
の
進
展

に
伴
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
人
権
侵

害
に
な
り
か
ね
な
い
行
為
が
多
発
し
て
い

ま
す
。
た
と
え
ば
、
他
人
へ
の
誹ひ

ぼ
う謗
・
中

傷
や
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
な
ど
で
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
正

し
い
人
権
感
覚
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

人
が
人
ら
し
く
生
き
る
た
め
に
、「
人

権
」
と
い
う
視
点
か
ら
日
常
生
活
を
見
ま

わ
し
て
み
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

2010.11.1 23

特 集 権 を考人

高
齢
者
の
人
権

男
女
の
人
権

子
ど
も
の
人
権

障
が
い
者
の
人
権

外
国
人
の
人
権

同
和
問
題

さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題

‐
特
集
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人
権
を
考
え
る

山
口
県
人
権
推
進
指
針

〜
県
民
一
人
ひ
と
り
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
た

　

心
豊
か
な
地
域
社
会
を
め
ざ
し
て
〜  

【
基
本
理
念
】

　

山
口
県
民
す
べ
て
が
一
生
の
間
、
家
庭
、

地
域
、
職
場
な
ど
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
い
て
、

自
分
の
人
格
が
尊
重
さ
れ
、
他
人
の
人
格

を
尊
重
し
て
自
由
で
平
等
な
生
活
を
共
に

営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
一
人
ひ
と
り

が
か
け
が
え
の
な
い
尊
い
い
の
ち
（
生
命
）

の
主
体
者
で
あ
る
と
い
う
、
人
間
尊
重
を

基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
、「
県
民
一
人
ひ

と
り
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
た
心
豊
か
な
地

域
社
会
」
の
実
現
に
向
け
、
総
合
的
に
人

権
に
関
す
る
取
り
組
み
を
推
進
し
ま
す
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】

　

次
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
よ
り
諸
施
策
を
推

進
し
ま
す
。

い
の
ち（
生
命
）

　

だ
れ
も
が
、か
け
が
え
の
な
い「
い
の
ち
」

を
大
切
に
す
る
地
域
社
会
の
創
造
を
め
ざ

し
ま
す
。

じ
ゆ
う（
自
由
）

　

だ
れ
も
が
、
他
人
を
害
す
る
こ
と
な
く
、

自
由
で
自
立
し
た
生
活
の
で
き
る
地
域
社

会
の
創
造
を
め
ざ
し
ま
す
。

び
ょ
う
ど
う（
平
等
）

　

だ
れ
も
が
、
社
会
の
一
員
と
し
て
等
し

く
参
加
・
参
画
で
き
る
地
域
社
会
の
創
造

を
め
ざ
し
ま
す
。

き
ょ
う
せ
い（
共
生
）

　

だ
れ
も
が
、
多
様
な
文
化
や
価
値
観
、

個
性
を
尊
重
し
、
共
に
暮
ら
せ
る
地
域
社

会
の
創
造
を
め
ざ
し
ま
す
。

基
本
的
人
権
と
は
？

　

私
た
ち
は
、
誰
も
が
「
幸
せ
に
暮
ら
し

た
い
」
と
願
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に

は
、「
自
由
に
発
言
で
き
る
」「
平
等
に
教

育
を
受
け
ら
れ
る
」「
自
由
に
職
業
が
選

べ
る
」「
健
康
で
文
化
的
な
生
活
が
送
れ

る
」
こ
と
な
ど
が
必
要
で
す
。
こ
れ
ら
の

権
利
を
総
称
し
て
「
基
本
的
人
権
」
と
言

い
ま
す
。

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
、「
人
権
」を

　

み
な
さ
ん
は
「
人
権
」
と
い
う
言
葉
か

ら
ど
ん
な
印
象
を
受
け
ま
す
か
？
様
々
な

印
象
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
身
近
な
感

じ
は
し
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
は
、

「
命
」
や
「
心
」
と
い
う
言
葉
は
「
人
権
」

に
比
べ
、
少
し
身
近
に
感
じ
ま
せ
ん
か
？

　
「
人
権
を
大
切
に
す
る
」
と
い
う
こ
と

は
「
命
・
心
を
大
切
に
す
る
」
と
い
う
こ

　
「
人
権
」っ
て
な
ん
だ
ろ
う
…
「
人
権
」
と
は
、一
口
で
言
え
ば
、
私
た
ち
が
社

会
生
活
に
お
い
て
幸
福
な
生
活
を
営
む
た
め
に
ど
う
し
て
も
必
要
な
権
利
で
す
。

そ
れ
は
、「
基
本
的
人
権
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基

本
的
人
権
を
お
互
い
に
尊
重
し
合
う
と
と
も
に
、
そ
れ
を
自
分
た
ち
の
手
で
大

切
に
守
り
育
て
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

と
と
同
じ
で
す
。「
自
分
」
の
人
権
も
「
他

人
」
の
人
権
も
同
じ
よ
う
に
大
切
な
も
の

で
す
。

人
間
ら
し
く
生
き
る

　

人
権
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
私
た
ち

が
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
で
き
る
こ
と
。
そ

れ
は
、
ま
ず
相
手
の
立
場
を
思
い
や
る
こ

と
、相
手
の
気
持
ち
を
考
え
る
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
簡
単
そ
う
で
す
が
、
な

か
な
か
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

我
慢
す
る
こ
と
も
た
く
さ
ん
出
て
き
ま

す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
人
間
ら
し
く
生

き
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く

の
で
す
。

　

相
手
の
立
場
を
思
い
や
り
、
相
手
の
気

持
ち
を
考
え
て
生
活
す
る
よ
う
に
心
が
け

て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
が
、
き
っ
と
自
分

の
幸
せ
に
も
つ
な
が
っ
て
く
る
は
ず
で

す
。

える

▲仙崎小学校での「平成22年度人権の花運動」


